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闘

騰

ヒ

,
の
場
食

「女

」
あ
る
い
は

舅

L
で
あ
る
と

い

う

の
は
単

な
る
生
物

学
的

自
然

で
も

な
け
れ
ば
、

自
動

的
に

「
な
る
」
も

の
で
も
な
い
。

私
た
ち
は
生
ま
れ

落

ち
た
と
た
ん
、
そ
れ
と
は
知

ら
ぬ
間
に
、
性
器

の
外
見

を
手
が
か
り

に

「
男
」

と

「女

」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
振

り

分

け
ら
れ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

の
性
別
文
化

に
応
じ

た
名
前
や
服
装
、
し
つ
け
や
教
育
を
与
え
ら
れ
、
何
が
女

と
し
て
、
あ
る
い
は
男
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
、
ふ
さ
わ
し

く
な
い
か
を
学

習
し
な
が
ら
成

長
し
て
い
く
。
多

く
の
社

会

で
性

別
は
、

そ
の
社

会

の
構
成

員
を
分

割
す
る
最

も

基
本

的
な
差
異
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
二
つ
の
性

は
こ
と

さ
ら
に
対
照
化

さ
れ
、
非

常
に
異

な

っ
た
も

の
と
し
て
構
築

さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。

こ
の
よ
う
な
文

化
的

・
社

会
的

制
度

と
し

て
設
定

さ

れ
た
二
元
的
性
差
を
指
し
て
「ジ

ェ
ン
ダ
!
」
と
呼

ぶ
。
ジ

ェ

ン
ダ
ー
は
、
生
物
学

的
・解
剖

学
的
性
差
と

さ
れ
る

「
セ
ッ

ク
ス
」
と
対

比
し
て
説
明

さ
れ
る

こ
と
が
多

い
が
、
じ
つ

は
こ
の
二
つ
の
境
界
は
そ
れ
ほ
ど

は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
最
近
で
は

「
男
脳

・
女
脳
」

の

よ
う

に
脳

の
解
剖

学
的

構
造
自

体

に
性
差

が
あ

る
と

す

る
研
究
が
関
心
を
呼

ん
で
い
る
が
、
人

間
の
脳
は
生
ま
れ

た
と
き

に
は
未
完
成

の
状
態

で
、
そ
の
後
の
さ
ま
ざ
ま
な

身
体
的

・
認
識
的

経
験
を
通
じ
た
学
習
に
よ

っ
て
構

造
や

プ

ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
形
作

ら
れ
て
い
く
と
い
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
よ

り
遭
遇
す

る
経

験
の
内

容
や
種

類

に
大
き
な
差

が
あ

る
環
境

で
は
、

脳
の
マ
テ
リ
ア
ル
な

構
造

や
働

き
に
も
性

別
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
が
組

み
こ
ま

れ
つ
つ
発
達
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
セ
ッ
ク
ス

性 別 とい う役 割
荻野 美 穂

の
領
域

の
成
立
に
は
す
で
に
ジ

ェ
ン
ダ
ー
が
関
与
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り

私
た
ち
は
、
不

動
の
メ
ス
ま
た
は
オ
ス
の
体
の

上
に
文
化

と
し
て
の
性
別
を
気
分

に
よ
っ
て
着
脱
可
能

な

衣
装

の
よ
う

に
ま
と

う
の
で
は
な
く
、
肉

体

そ
れ
自

体

の
中
に
社

会

的
性

別
を
深

く
刻

印
し
、
日
々
そ
れ
を
更

新
し
た
り
微
調
整
し
な
が
ら

「女

」
あ
る
い
は

「
男
」
と

い
う
役
割

を
演
じ
続

け
て
い
る
と
い
え
る
。

た
と
え
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
や
男
性

学
の
言

説
を

通
じ
て
ジ

ェ
ン
ダ
ー
は
人

為
的
、
文
化
的

に
作
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
学

ん
だ

と
し
て
も
、
多

く
の
人
が
そ
れ
ま

で
の
男
、
あ
る
い
は
女

と
し
て
の
ハ
ビ
ト

ゥ
ス
を
修

正

す
る
の
に
困

難
を
覚
え

る

の
は
、

こ
の
よ
う
に
性
別

文
化
が
身

体
化
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
然
化

さ
れ
、
最
も
効
果

的
な
内
側

か
ら
の
社
会

的

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
た
め
な
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
は

「
男
」

あ
る
い
は

「女
」

と
い
う
自
分

に
振

り
当
て
ら
れ
た
役

割
が
気

に
入
ら
な
か
っ
た
場
合
、

そ
こ

か
ら
降

り
る
こ
と
は
で
き

る
の
だ
ろ
う

か
。

マ
ッ
チ

ョ
な

ナ
ナ

ハ
ン
・
ラ
イ
ダ
ー
だ

っ
た
蔦

森
樹

は
、
あ
る
日
突
然
、

「男

と
い
う
存
在

に
対
す
る
全

拒
否
」

の
衝

動
か
ら
、
優

美

な

「
女
性
」

の
姿

へ
、
さ
ら
に
は

「
男
で
も
な
く
女
で

も
な
い
」

存
在

へ
と
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
を
ト
ラ
ン
ス
す
る
旅

に

出
た
。

そ
の
過
程

で
自
分

に
起

き
た
変

化
を
つ
づ

っ
た
本

は
、

「
男
」
と

「女

」
が
、
服
装
や
立
居

ふ
る
ま
い
に
は
じ

ま
り
、
生

き
方

や
人

へ
の
接
し
方
、
仕
事
、
性
行
為

の
し

か
た
に
至
る
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
す

み
ず
み
ま

で
強
固

に
性

別
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ

る
異

文
化

の
壁
に
隔
て
ら
れ
て
い
る

InterfaceHumanities 18
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團

か
を
、
克
明

に
描
き
出
し
て
い
る
。

と
は
い
え
蔦

森
は

「
女

」

に
ト
ラ
ン
ス
す
る
た
め
に
永

久
脱
毛

は
お
こ
な
っ
た
が
、
ホ
ル
モ
ン
投
与

や
性
転
換

手

術
に
よ
る
性

器

の
外
見

レ
ベ
ル
で
の
身
体

改
造

は
お
こ
な

わ
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
彼
/

女
の
場
合

、
性

器
か
ら

は
、
そ
の
人
間
が

「
男
」
と

「
女
」
の
ど
ち
ら
に
属
す
か
を

決
定

す
る
最
終

的
根

拠
と

し
て
の
意
味
づ

け
が
ど
ん
ど

ん
希
薄
化

さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
蔦
森

に
よ
る
「
体

を
張

っ
た
」
役
割
攪
乱

の
試
み
に
は
、
通
常
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

「
原
因
」

と

考
え
ら

れ
て
い
る
二
元
的
な

セ
ッ
ク
ス
と

異

性
愛
的

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
じ

つ
は
ジ

ェ
ン
ダ
ー
と

い
う
文

化
装
置
が
遡

及
的
に
作

り
出
し
た

「結

果
」
、
あ

る
い
は
偽

り
の
起

源

に
他
な

ら
な
い
の
だ
と
い
う
、
ジ

ュ

デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
主
張
を
彷
彿

と
さ
せ
る
も

の
が
あ
る
。

一
方
、

性

別
役

割
転

換

に
関

し
て
は
、

「
性

同

一
性

障
害

」
と
呼
ば
れ
る
人

々
の
性
転
換

(性

別
適

合
)
手
術

も
近

年
注
目
を
集

め
て
い
る
。

こ
れ
は
自

分
の
性

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と

身

体
的

性

別
と

の
不

一
致

に
苦
し
む
人

が
、
性

器
外

科
手

術
を
中

心
と
し
た
身
体

改
造

を
お
こ

な
う
こ
と
で

「
心
の
性
」

の
方

に

「
体

の
性

」
を
合

わ
せ

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
日
本
で
も

こ
の
種

の
医
療

が
正
当

な
治
療

と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
結

果
、
な
が

ら
く
当
事
者

た
ち
の
悲
願

で
あ

っ
た
、
手
術

後
に
戸
籍
上

の
性

別
変

更
を
認
め
る
法
律
も
昨

年
成

立
し
た
。

健
康

保
険

証
か
ら
パ
ス
ポ

ー
ト
ま
で
、
日
常
生
活

の
中
で
何
事

に
つ
け
て
も
書
類

上
の
性
別
記

載
が
つ
き
ま
と
う
社
会

で
、

「
性
同

一
性
障
害

」

の
人
々
が
こ
れ
ま
で
ど
れ
ほ
ど
不
自

由
や
苦
痛
を
経

験
し
て
き
た
か
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
こ
と

自
体

は
と
り
あ
え
ず
前
進

と
評
価
で
き
る
だ

ろ
う
。

だ
が
、

こ
れ
を
強

固
な
性
別

二
元
制

と
し
て
の
ジ

ェ
ン

ダ
ー
が
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
た
し
る
し
と
解
釈
す

る
こ
と
に
は
、

慎
重

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
性
転

換
手
術

の
前
提

に
あ

る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
性
器

の
存
在

こ
そ
が

「
男
」
あ
る

い
は

「
女
」

で
あ

る
こ
と
の
根
拠
と
考
え
、
医
療
の
力

に

よ

っ
て
こ
の

「
正
し
い
身

体
」

を
回
復

さ
せ
よ
う
と
す
る

発

想
で
あ
る
。

ま

た
性

転
換

を
望
む
人

は
、
手

術
前

に

も
後

に
も
、
服
装
や
ふ
る
ま
い
に
お
い
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

な

「
女
ら
し
さ
」
や

「
男
ら
し
さ
」
を
忠
実

に
演

じ
る
こ

と

で
、
社
会

的
な
性
別

規
範

に
順
応

し
よ
う
と

す
る
傾

向
が
強
い
。

つ
ま
り
そ
こ
で
は

「性

別
の
変
換
」

と
い
う

一
見
破
天
荒
な
現
象
が
起
き
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
性

の

二
元
制

そ
の
も
の
は
解
体

さ
れ
る
こ
と
な
く
反
復
さ
れ
堅

持

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
は
、
む
し
ろ
保
守
的

と
す
ら

い
い
う
る
の
で
あ
る
。

授
業

で
の
学

生

の
反
応
を
見

て
い

る
と
、
性

の
二
元
制
を

混
乱

に
陥

れ
る
よ
う
な
同
性

愛

や
ト
ラ
ン
ス
ジ

ェ
ン
ダ
ー

の
話
よ
り
も
、
性

同

一
性
障

害

の
人

々
の
話

に
共
感

す
る
割

合
が
高

い
よ
う
に
思
え

る
の

も
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
既
視
感
、
安
心
感

が
見
出
せ
る

か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

峠狄
野
美

穂

(お
ぎ
の
・
み
ほ
)

一
九
四
五
年
生
ま
れ
。
奈
良
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
中
退
。
人
文
科
学
博
士
。
奈
良

女
子
大
学
、
京
都
文
教
大
学
を
へ
て
、
現
在
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
助
教
授
。
著

書
に
『生
殖
の
政
治
学
気
山
川
出
版
社
〉
、
『中
絶
論
争
と
ア
メ
リ
カ
社
会
』
(岩
波
書
店
〉、
『ジ
ェ

ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
身
体
』
(勁
草
書
房
)
な
ど

19 InterfaceHumanities
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國
演劇と役割

日

臘
芻

棗

世
畧

の
成
城
大
学
に
お
い
て
杲

i

演
劇
学
会
の
秋
の
研
究
集
会
が

「比
較
演
劇
の
新
視

点

」
と

い
う
テ
ー

マ
で
二
日
に
わ
た
っ
て
催

さ
れ
た
が
、
二
日
目

の
午

後
に
は
、
「
徹
底

討
論
」

と
銘

打
た
れ
た
四
時

間
ち
か
く

に
お
よ
ぶ

「
能

・
浄
瑠
璃

・
歌
舞
伎

の
ド
ラ
マ
」
と

題
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ン
ム
が
あ

っ
た
。

筆
者

は
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
能
か
ら

の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
、
浄
瑠

璃
の
内
山
美

樹
子
氏

(早
稲
田

大

学
)
、
歌
舞
伎

の
近
藤
瑞

男
氏

(
共
立
女

子
大
学

)
の
お
二

人
と
と

も
に
参
加
し
た
。

司
会
は
イ
プ
セ
ン
研

究
や
比
較

演
劇

研
究

で
知

ら
れ
る
毛
利
三
彌
氏
だ

っ
た
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
上
演
と
い
う
要
素
を
討
論

の
対

象
か
ら
は
ず
し
て
、
焦
点
を

ド
ラ
マ

(戯
曲
)
と
い
う

一
点

に
絞

っ
た
こ
と
が
成
功

し
て
、
日

本

の
伝
統

演
劇

の
本
質

の
解
明
と
い
う
点
で
、
ま
こ
と

に
意
義

あ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
筆
者

の
報

告
と

発
言

は
、

い

ま
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
結

局
、
能

の
詞
章

の
半
分
ち
か
く
を

占

め
る
地

謡

の
機
能

と
い
う

こ
と

に
か
か
わ

っ
て
い
た
よ

う
に

思

う
。

そ
れ
は
換

言
す
れ
ば
、
能

の
地

謡
部

分

の
詞
章

を
作

者

の
意
見
あ

る
い
は
感
想

と

み
る
長
き
に
わ
た
る
誤
解
に
た
い

す
る
異
議
で
あ
り
、
そ
の
誤
解

か
ら
導

か
れ
た
、
能
を
特
殊
な

演
劇
と

み
る
見
方
1
あ
る
い
は
能

は
演
劇

に
あ
ら
ず
と
す
る
見

方
1

に
た
い
す
る
批
判
で
あ
り
、
さ
ら

に
い
え
ば

ド
ラ

マ
(戯

曲
)

と
し
て
の
能

の

「
役
割

」
と
い
う
こ
と
で
も
あ

っ
た
、
と
思
う
。

現
在

の
能

の
地

謡
と
呼

ば
れ
る
部
分

は
、
客

席

か
ら
見

て

舞
台
右

側
に
突
き
出
た
地
謡
座
に
座

っ
た
八
人
の
地
謡
役

の
役

者
だ

け
が
謡

い
、
シ
テ
や
ワ
キ
は
地
謡
役

が
謡

う
詞
章

は
ま

っ

た
く
謡

わ
な
い
形

に
な

っ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
部
分

を
小
説

の

「
地

の
文
」

の
よ
う
な
、
第
三
人
称
的
な
文
章

と
理
解
し
て
き

ドラ マと しての 能 にお ける 「役 割 」 一 「地謡」についての誤解をめぐって一

天 野 文 雄

た
の
は
、

一
面

で
は
ム
リ
も

な
い
こ
と

で
は
あ
っ
た
。

そ
う
し

た
理
解

は
、
お
そ
く
と
も

明
治
期

に
は
生

ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、

た
と
え
ば
坪
内

逍
遥

は
、

「
地
謡
」
を

「
地

の
文
即
ち
著
作

者

自
身

の
観
察
、
詠
嘆
、
批

評
」

「
地

即
局
外
者

の
言

ふ
べ
き
筈

の
こ
と
」

な
ど
と

理
解

し
て
い
た
し

(「
文
致

及
び
脚
色

上
よ

り
観
た
る
謡
曲
文
」

『能

楽
』

明
治
三
十
九
年

一
月
)
、

野
上

曲豆
一
郎
も
、
そ

の
著

『能

研
究
と
発

見
』

(昭
和

五
年
、
岩

波
書
店

)
の
巻
頭

に
収

め
ら
れ
た

「能

の
主
役

一
人
主
義

」
に

お
い
て
、

「能

の
合
唱
歌

は
抒
情
詩
成

分
も
な
い
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
多
く

の
場

合
そ
れ
は
叙
事
詩
と
し
て
取

り
扱

は
る
べ
き

性
質

の
も
の
」
と
し
て
い
る

(こ
こ
に
い
う

「
抒
情
詩
」
は
純
粋

な
セ
リ
フ
の
こ
と
で
、

「叙

事
詩
」

は
セ
リ
フ
と
は
み
な
せ
な
い

第
三
人
称
的
な
文
章
を
意
味
し
て
い
る
)
。

ま
た
、
現
代

に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
木

下
順
二
氏

に
、
能

役
者
を
他

の
演

劇
の
役
者

と
比
較
し
て
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
発

言

が
あ
る
。

演

劇

の
俳

優

は
常

に
自

分

の
扮

し
た
役

の
人

物

で
あ

る
。

自
分

が
扮
し
た
人
物

だ
け
で
彼

は
あ
る
わ
け
で
、
そ

の
人
物

と
し
て
の
考
え
や
環
境
な
ど
を
せ
り
ふ
と
し
て
語

る
だ
け
で

あ
る
。

そ
れ
に
対
し
能

役
者
は
、
時

に
自

分
の
扮
し
た
役

の

人
物

で
あ
る
が
、

そ
の
次

の
瞬
間

に
は
そ
の
自
分
を
他
者

と

し
て
見

る
、
他
人
と
し
て
見

る
と

い
う
面
を
持

つ
。

そ
の
自

分

を
他
者
と

し
て
見

る
何
者

か
で
あ

り
得
る
と
い
う

こ
と
、

そ
こ
が
演
劇

の
俳
優
と

の
大
き
な
違

い
だ

と
思
い
ま
す
。

つ

ま
り
、
能
役

者
は
、
時

に
役

と
し
て
の
せ
り
ふ
を
語

る
人

で

あ
る
け
れ
ど
も
、
次
の
瞬
間

に
は
自
分

の
こ
と
を
語
る
語

り

手

で
あ

っ
た
り
、
自

分
を
支
配
す

る
運
命

で
あ

っ
た
り
、
自

InterfaceHumanities 20
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團

分
を
包
む
自

然
そ
の
も

の
で
あ

っ
た
り
、

そ
の
と
き

そ
の
と

き
に
見

事
に
変

身
し
な
が
ら
し
か
も
そ

の
い
ず
れ
に
も
没

入

し
て
自

己
を
見
失

う

こ
と
が
な
い
。

(
「
現
代

演
劇

と
能
ー

創
作
者

の
立
場
か
ら
」
)

こ
れ
は
昭

和
五
十
四
年

に
法

政
大
学

能
楽

研
究
所

が
催
し

た
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「世

界
の
中

の
能
」
に
お
け
る
講
演
の
記

録
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
能
役
者
を

「自

分
を
他
者

と
し

て
見
る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
確

実
に
地

謡

を
第
三
人
称

的
な
文
章

と
理
解
し
た
結
果

と
思

う
。

こ
れ

は
具
体
的

に
は

《
忠
度
》
な
ど
を
念

頭
に
お
い
て
の
発
言
か
と
思

わ
れ
る
が
1

現
在
の

《
忠
度
》
は
シ
テ
が
忠
度

の
立
場
に
な

っ
た

り
、
忠
度
を
討

っ
た
岡

部
六
弥
太

の
立
場

に
な

っ
た
り
す
る
よ

う
に
誤
解

さ
れ
て
い
る
ー

、
現
代

日
本

を
代
表
す
る
劇

作
家

で

あ
る
木

下
順
二
氏
も
、
能

の
地

謡
を
第

三
人
称

的
な
文

章
と

考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と

は
、
現
代

で
は
、
ほ
と
ん

ど

の
人
が
そ
う
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

じ
つ
は
地

謡
部

分

の
ほ
と
ん
ど
は
シ
テ
か
ワ
キ
の

セ
リ
フ
で
あ
り

(シ
テ
の
場
合
が
圧
倒
的

に
多

い
)
、
第
三
人
称

的

な
客
観

描
写
的

な
文

章

は

一
曲
の
終

曲
部

な
ど
に
ご
く

一

部

分
あ
る
だ

け
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
み
ご
と
に
解
明
し

た
の
が
昭
和
六
十
年

に
発
表
さ
れ
た
表

章
氏
の

「
能

の
同

(音
)

と

地

(謡
)
」

(
『
国
語
と
国
文
学

』
同
年

四
月
号

)
で
あ
っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
は

一
般

の
能
楽
愛

好
者

に
は
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て

い
な
い
。

つ
ま

り
、
ド
ラ
マ

(戯
曲
)
と
し
て
の
能

の

「
役
割
」
は
、

多

く
の
人
が
漠
然

と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
よ
う
に
、

「自
在
」
で

も

「
曖
昧
」
で
も

「交
換

可
能
」
で
も
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
の

点

で
は
他

の
演
劇

と

と
く
に
変
わ

る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

冒

頭
に
ふ
れ
た
日
本

演
劇
学

会

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
筆

者

は
も

っ
ぱ

ら
そ
の
よ

う
な

こ
と
を
主
張

し
た
の
だ

が
、
し
か

し
そ
の

一
方
、
討
論

の
過

程
で
、

「
あ
あ
し
ば
し
と

て
ひ
き
と

む
る
」

(
《
望
月

》
)

の
よ
う
に
、
能
に
は
地
謡

以
外

の
と

こ
ろ

で
、
登
場
人
物
が
自

身
の
行
動
を
自
分

で
説
明
す
る
よ
う
な
セ

リ
フ
が
少

な
く
な

い
こ
と
に
参
加
者

の
関
心

が
向
け
ら
れ
ー

こ

の
よ
う
な
現
象
は
こ
れ
ま
で
は
能

の

「語

り
物

」
的
な
性
格

に

由
来
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ー
、
終

了
ま
ぎ
わ
に
な

っ

て
、
そ
の
よ
う
な
例

は
西
洋

の
古

い
演
劇

に
も
あ
る
と

い
う

興

味
深

い
発
言
が
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
、
「
徹
底
討
論

」
は
ま
さ
に

「
比
較

演
劇

の
新
視

点
」

に
ふ
さ
わ
し
い
内

容

に
な

っ
た
の
だ

が
、
そ
の
結
果
、
筆
者

は
あ
ら
た
め
て
登
場
人
物
が
自

分
の
行

動
を
自

分
で
説
明
す
る
現
象

が
気
に
な
り
は
じ
め
、
ド
ラ
マ
(戯

曲
)
と
し
て
の
能

の

「役

割
」
に
つ
い
て
、
ま
た
あ
ら
た
な
課
題

を
背
負

う
こ
と

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

天
野
文
雄

〔あ
ま
の
・
ふ
み
お
)

一
九
四
六
年
、
東
京
生
ま
れ
。

一
九
八
O
年
、
国
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
了
。
上
田
女
子

短
期
大
学
助
教
授
を
経
て
、

　
九
八
七
年
、
大
阪
大
学
文
学
部
助
教
授

〔芸
能
史
・
演
劇
学
講
座
)

に
着
任
。
現
在
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授

(芸
術
学
講
座
)。
文
学
博
士
。
専
門
は
能

楽
史
。
著
書
に
、岩
波
講
座

『能
・狂
言
1
(能
楽
の
歴
史
ご

(
一
九
八
七
年
、
表
章
氏
と
の
共
著
V、
『翁

猿
楽
研
究
』
(
一
九
九
五
年
、
和
泉
書
院
。
同
書
に
よ
り
第

　
八
回
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽

賞
受
賞
)
、
『能
に
憑
か
れ
た
権
力
者
ー
秀
吉
能
楽
愛
好
記
1
』
2

九
九
七
年
、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
)
、

『現
代
能
楽
講
義
-
能
と
狂
言
の
魅
力
と
歴
史
に
つ
い
て
の
十
講
1
』
(
二
〇
〇
四
年
、
大
阪
大
学
出

版
会
〉
が
あ
る
。

(望月〉〔近江守山の宿での仇討の能)
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特集1役 割 を選び 取 る ・役 割 から抜 け出す

『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』

金水敏

岩波書店2003

◎ 〈博士語〉くお嬢様ことば〉など、ステレオタイプな

日本語の話体の原理と起源を、マンガや小説、映画等

の例を使って解き明かす。

TheHerowi[haThousandFaces

JosephCampbell
FONTANAPRESS199311949)

◎ 世界 の神 話 ・伝説 ・昔話 に共通 する物語 の基 本構

造 を 「ヒーローの旅」 ととらえ、 ヒーローに関わる登場

人物たちの様々な役割(archetype)を 解 き明か した。

『ステレオタイプの社会心理学』

上瀬由美子

サイエンス社2002

◎ 「ステレオタイプ」の形成と超克の原理にっいて、

社会心理学の立場から平易に解説した本。

『異文化の語り方あるいは猫好きのための人類学入門』

中川敏

世界思想社1992

◎人類学のもつ二面性、そのうちの理詮に焦点をあて

た猫(理 論)好 きのための人類学入門書。分析哲学

的な人類学の紹介。

『交換の民族誌あるいは犬好きのための人類学入門』

中川敏

世界思想社1992

◎人類学のもつ二面性、そのうちの事実に焦点をあて

た犬(事 実)好 きのための人類学入門書。エンデの

民族誌を使った人類学の紹介。

UnsanaifyingHumanLife

PeterSinger/EditedbyHelgaLuhse

BLACIC¥`VELLPUBLISHERS2002

◎人間という生物を特別視しない立場からパーソン論

に新しい角度を持ち込んだ。

「役 割 」を 読 み 解 くた め の12冊

dオトメの祈り一近代女性イメージの誕生』

川村邦光

紀伊国屋書店1993

ブ ッ クガ イ ド

◎全国の女学生が女学生ことばで雑誌の投稿欄に繰

り広げた 「想像の共同体」に迫った本。

GenderReversals&GenderCultures

EditedbySabrinaPetraRamet

ROUTLEDGE1996

◎ ジェンダーが時代 と文化 に応 じてどのように多様 な様

態 をとりうるかを、具 体例 を通 して示 している。

『男でもなく女でもなく』

蔦森樹

勁草書房1993

◎著 者は、日本 にお けるカムアウトした トランスジェンダー

のパイオニアともいうべき存在である。

Sexing[heBody

AnneFausto-Sterling

BASICBOOKS2000

◎科学の言説が連続的で境界のあいまいな身体から、

どのようにして二元的な性別を発見し確立していくかを、

ユーモアをまじえて描き出す。

『ジェンダー ・トラフシレ』

ジ3デ ィス・バ トラー/JudithButler

青土社1999

竹村和子(訳)

◎ 「ジェンダーがセックスを捏造 した」という挑 戦的 テー

ゼ によって、大 きな衝撃 を与 えた本。

コ ロ ス

『能の多人数合唱』

藤田隆則

ひつじ書房2000

◎世阿弥の時代から現代にまでいたる能の合唱部であ

る 「地謡」の形態と機能の変遷を多くの資料を用いて

あとづけた書。著者は大阪大学大学院文学研究科修

了で音楽学が専門。
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「イン々一7丁 イスの 人立 坐1の 淘セざ主ガ 鴨 凵言輸一襯 介L些 す、

EventData
「インターフェイスの人文 学」イベント紹介(2002～2003)

「インターフェイスの人文学 」では採択 以来 今日まで、多くの イベ ント(シンポジウム、講演 会、ワークショップ、

セミナー等)を 主催 ・共催 してきました。 その中 から代表的 なものをリストアップします。 各イベントの詳細 なら

びにその他のイベントについては、ホームページ(http:〃www」et,osaka-u.ac.jp/coe/)を ご参照 ください。

喧 岐路に立つ人文学

日英 の第一線 の歴史 学者が

一堂 に会した学術会議

2003年9月9日 ～9月13日

第 四 回 日英 歴 史 家 会 議TheFourthAnglo-

JapaneseConferenceofHistorians2003

StateandEmpireinBritishHistory

於 京都市 国際交 流会館

ジャーナ リスト、 学 習塾 講師、 元 判事 らを招いて

実践 した 「インターフェイス」における対 話の試み。

2002・2003年 度報告 書�1岐路に立 つ人文 科学』

第2部 に報 告あり

2003年9月22日 ～9月23日

ワークショップ 「現場 という領 域、情 報という領 域」

於 千 里阪 急ホテル

噛 イメージとしての く日本 》

「日本文学の魅力」 「翻訳の可能性」のテーマの

もと、各国留学生、国内外研究者が日本文学と

翻訳について縦横に語り合う。

報告書DVDに 収録

2003年3月16日

「日本文学国際研究会」基調報告とシンポジウム

於 グランキューブ

源氏物語 。最新の英訳本を刊行

R,タイラー氏ほかを迎え、

源氏物珸のグローバルなパワーを検証する

2003年12月6日

日本文学国際研究集会

「海外における源氏物語の世界 翻訳と研究」

於 大阪大学コンベンションセンター

ウィーン、ブタペスト、プラハをテーマとした

連続講演会

2003年5月28日 ～5月30日

平成15年 度 懐徳堂春季講座 第105回

「中欧三都市物語一都市の景観と文化一」

於 大阪府立文化情報センターさいかくホール

ベトナムを会場とした、日越の音楽、映像、

美術をめぐる交流

2003年8月31日 ～9月1日

国際フォーラム「映像のカー日越両国文化の比較

と交流のために」

於 越日人材協力センター(ハ ノイ貿易大学構

内)多 目的ホール

*シ ルクロードと世界史

最先端の研究成果を高校教員と共有する試み。

本誌30、31頁 参照

2003年8月5日 ～8月7日

全国高等学校世界史教員研修会

於 大阪大学付属図書館内 図書館ホール

あ 言語の接触と混交

ブラジルにおける日本語の実態を把握する

2003年3月11日

国際研究会 「越境する日本語一ブラジル日系社

会の言語をめぐって」

於 文学部中庭会議室

言語 ・文化の接触面における対立 ・軋轢と

共生をめぐる国際シンポジウム

2003年11月25日

「言語の接触と混交;

多言語 ・多文化社会としての日本の現状と課題」

於 言語文化研究科 ・大会議室

近代日本人はヨーロッパをどのように見ていたか

2003年11月5日 ～11月7日

平成15年 度 懐徳堂春季講座 第106回

「欧羅巴一近代日本からの眼差し一 」

於 大阪府立文化情報センターさいかくホール

呂 トランスナショナリティ研究

質の高 いセミナーを着 実に継続 中

2002年12月20日 ～2004年2月20日

トランスナショナリティ研究 セミナー 第1回 ～第

23回

於 人間科学 研究 科 ・ユ メンヌホール

文化 と建 築をテーマとしたシンポジウム

2003年12月2日 ～12月3日

「映 像 人文学 」 メディア ・デザイン ・インターカル

チャー論 パリ・シンポジウム
ｰEnvironmentalInterfacebetween

AlphabeticandNon-alphabeticCulturesｰ

「アルファベ ット文化 圏 と非 アルファベット文化 圏

の建築環 境インターフェイス」

於 パリ ・ラ ・ヴィレット建築 大学

翅 臨床と対話

連続セミナーの蓄積 に基づくシンポジウ厶

2003年11月29日 ～11月30日

シンポジウム 「トランスナショナリティ研 究の地 平」

於 人 間科学 研究科 ・ユメンヌホール

鞠 映像人文学

東アジアとトル コの文字 に焦点を当てたフォーラム

2003年3月8日 ～3月9日

第3回 国際デザイン史フォーラム 「画像 と文字」

於 大 阪市立 住まい情 報センター ・3F・ホール(8

日)/大 阪歴史 博物館 ・3F・講堂(9日)

臨床コミュニケーションのモデル開発と

奚践をめぐる提言

2003年2月23日

「第1回 対話シンポジウムー対話を促進する方策

と、場の構築のための連携一」

於 大阪大学豊中キャンパス・共通教育本館(イ

号館イ講堂)
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「インターフェイスの人文 学」2002・2003年 度報告書のご紹介
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本プログラムの中間報告として、全8巻 の報告書が2003年12月 ～2004年1

月に刊行されました。全巻のリストと目次をご紹介します。閲覧、残部、発送先等

については、「インターフェイスの人文学」事務局までお問い合わせください。ホーム

ページによる内容の公開も計画中です。

ー

1

1 帛 岐路に立つ人文科学

007 (インターフェイスの人文学〉というプ囗ジェクト 鷲田清一

015

0is

O45

3

8

(0
7

0

0

095

0ss

ioi

102

121

137

149

159

ni

172

191

199

第.1部 変容する人文学の課題

越境する歴史学一interface人 文学として 川北稔

ZwischenWeltoffenheitundEthnozentrismus-RolledesKulturkonservativismus

imUmgangmitderVergangenheitinJapanKenichiMishima

日本 における技術者倫理教 育の射程一技術者と組織の関係を中心に一 浅野敬一

トランスナショナルな市民的不服従 時安 邦治

3 司」シルクロードと世 界史

第2部 ワークショップf現場という領域、情報という領域亅
趣旨説明
プログラム

提起i「 現場という領域、あるいは表現者の立場が問われるとき」
提起2「 情報という領域」
提起3「 文化の創造と文化研究一研究と実践の間」
提起4「 歴史学 ・歴史教育・歴史認識」
提起5「 法というアリーナ」

第3部 国際フォーラム「映像のカー日越両国文化の比較と交流のために」
国際フォーラム「映像のカー日越両国文化の比較と交流のために」 挑木至朗 ・山口修
ベトナム語要旨

英語要旨

ozi

023

024

9

9

3

4可

0

0

063

osa

113

131

159

197

257

はじめに 森安孝夫

「コレージュ;ド呂フランス講潰録 ウイグル=マ ニ教史特別講嚢」 森 安孝夫

FourLecturesattheColl鑒edeFranceinMay2003.

HistoryofManichaeismamongtheUighursfromthe8thtothellthCenturiesin

CentralAsia.TakaoMORIYASU

1.Introduction�1'histoiredesOu�hoursetleurrelationsavecleManich駟smeet

leBouddhisme.

第一回
皿.

FragmentMainz345andtheKara-BalgasunInscription.

世界史の中におけるウイグル史とマニ教=仏 教二重窟(和 文)
ManichaeismundertheEastUighurKhanatewithSpecialReferencestothe

皿TheFlourishingofManichaeismundertheWestUighurKingdom.NewEdition

oftheUighurCharterontheAdministrationoftheManichaeanMonasteryinQOCO.

N.TheDeclineofManichaeismandtheRiseofBuddhismamongtheUighurswith

aDiscussionontheOriginofUighurBuddhism.

「トニュクク碑文研究史概論」 鈴木宏節

「曹氏帰義軍時代の外交関係文罟」 赤木崇敏

「敦惶判憑文書考序論]坂 尻彰宏

「西夏法典貿易関連条文訳腴佐 藍貴保

「全 国高等学校世界史教員研修会」 森安孝夫a,内 晋次

2 呂 トランスナショナリティ研究 4 _噛 イメ_ジとしての 、日本)
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oza

O31

0az

O57

071

072

084

7
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0

0

3

7

2

3

1

1

168

183

196

9

0

0

1

2

2

zzz

235

249

251

はじめに 小泉潤二 ・栗本英世

第1部 研究領域の脱構築とｰgiJ造
グローバリゼーション・スタディーズの課題 伊豫谷登士翁
もう一つの在日一米軍基地の人類学的研究をめぐって 田中雅一

日本研究と日本人の自我の人類学一日米の対話 エイミー・ポロヴォイ
クバーナは解放されたか
一革命キューバのジーンダー/人 類学研究に関する一考察 田沼幸子

第2部 基礫履念の再検討一人種、エスニック集団、エスニシティ
今ふたたび、人種とは何か一現代の人種主義を見つめるために 竹沢泰子
論争を越えて一エスニシティ研究の経験諂的再考 デレジェ・フェイサ

第3部 移動、アイデンティティ、トランスナショナリティ
同姓団体による文化復興運動一タイ華人社会の事例から
トランスナショナリティを考える 吉原和男
越境する華人たちを見つめる目 陳天璽
トランスナショナル・コミュニティにおけるエスニシティの形成
一二つのナショナル・イデオロギーと移民のストラテジー 齋藤千恵

マレーシア・ペナンの宗教組織と華文教育に関する人類学的研究の課題と展望 黄奮

蜜柑のシニフィエー北済州における開発の記憶と在日同胞の存在についての試論 太田心平
移民コミュニティにおける宗教実践上の差異と調整
一台湾ムスリム社会における蓁緬ムスリム/外 省人ムスリム問の差異を事例として 木村自

第4部 地域からの視点とトランスナショナリティ研究
東南アジア島嶼部のフロンティア空間
一ボルネオ島西部インドネシア/マレーシア国境地帯からの視点 石川登

海域アジア史構築の可能性一わたしの地域研究法 赤嶺淳
東インドネシア、クバンにおけるくず屋の生活の実践 森田良成
あとがき 小泉潤二
執筆者紹介
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O29
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038
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O51

053

058

065

074

082

090

101

115

isa

はじめに 伊井春樹
21世 紀COE「 インターフェイスの人文学」日本文学国際研究集会
「日本文学の魅力/翻 訳の可能性」概要報告

シンポジウム 日本文学の魅カー留学生にとっての日本文学研究
パネラー・司会紹介

シンポジウム 日本文学の魅カー留学生にとっての日本文学研究一 海野圭介
古典文学が今日持つ意味 タケシ・ワタナベ
台湾における日本文学研究の現状にっいて 廖秀娟
タイにおける日本文学一その海路一 マッタナー・チャトゥラセンパイロート
古典文学と翻訳 テレサ・マルティネス・フェルナンデス
カジュアル・ソーセージ、コーンぬき ジャック・ストーンマン
柳宗悦の朝鮮芸術譌一韓国人によるの評価の槻観一 金容菊

シンポジウム 日本文学 翻訳の可能性

パネラー ・司会詔介

シンポジウム 日本文学 翻訳の可能性 伊井春樹

翻訳の危機 翻訳の価値 エドワード・ケイメンズ

TheDangersofTranslationandtheValueofTranslationEdwardKamens

和歌の現代語訳と翻訳一伊勢物語を中心 に一 ジョシュア ・モストウ
ModernRenditionsandTranslationofJapaneseClassicalPoetry,WithSpecial

ReferencetoTalesof/seJoshuaScottoMostow

与謝野晶子のr新 訳漂氏物語亅一その誤訳の意義を中心に一 ゲイ・ローリー

誠実さ、それとも正確さ?遠 藤周作文学を訳してみて マーク・ウイリアムズ
FidelityorAccuracy?OnTranslatingEnddsLiteratureMarkWi川ams

補足 ・質疑 ・応答

日本古典文学 翻訳データベース
AlphabeticallistoftranslationsofclassicalJapaneseworksupto1600

マイケル ・ワトソン 緑川真知子

InterfaceHumanitiesI24
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あ 言語の接触と混交

まえがき 真田信治

第i部 フ.ラジル日系社会と日本語
はじめに 記録・保存事業について 山東功

第1章
ブラジル日系社会と日本一研究調査概要とその背景一

ブラジル日系社会の成立一日本移民小史一 森幸一
ア1丿アンサ移住地・スザノ入植地について 浅野卓夫

ブラジル多言語環境における日系社会の言語ElzaTaekoDoi
研究調査結果概賂 ブラジル日系社会調査班
第2章
移民社会と言語接触.一言語生活調査にっいて一
日系社会調査と言語生活 森幸一
言語生活謂査概要 エレン・ナカミズ 浅野卓夫
第3章
談話資料から見えてくるもの一移民社会と日本語の変容一
談話収録調査について 李吉鎔 レオナルド・メロ
談話収録調査概要 中東靖恵
第4章
移民社会の言語問題一日系社会における日本語と日本語教育一
ブラジルの日本語教育 佐 木々倫子
ブラジル日系人の 「日本語亅を巡る状況と言説一1908年 から1941年 まで一 森幸一
おわりに 工藤真由美

第2部 日系ブラジル人をとりまく日本社会 一通時的、共時的次元から一
はじめに 津田葵

第1章
ブラジル移民への栞(しおり)一横浜 ・神戸・船上の移民教育一 横田睦子

第2章
日系ブラジル人のコミュニケーション=広島県東部地域の事例研究
まえがき 津田葵
カトリック教会における外国籍信徒との共生への歩み

広島教区における日系ブラジル人を中心に一 津田葵
日系ブラジル人の家庭をとりまく現状一こと{｣tの問題を中心に一 高阪香津美
日系ブラジル人の子どもたちと日本の学校社会 前村奈央佳
日系ブラジル人をとりまく地域社会における現状と課題 新庄あいみ
職場における共生に向けて
一日本人と日系ブラジル人従業員の意識調査から一 服部圭子

第3章
地域社会及びNGO/NPOの 取り組み
まえがき 山下仁
地方自治体の取り親み:滋賀県内の市町村を例に リリアン・テルミ・ハタノ
共生に向けた地域の日本語教室の役割と課題 森本郁代
ホスト住民の多文化共生に関わる意識
一大阪府民に対するアンケート調査より一 松尾慎

日系ブラジル人をめぐる国会での答弁 山下仁

6吻 映像人文学
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まえがき 山ロ修

第1部 国際フォーラム「映像のカー日越両国文化の比較と交流のために」(抄録)
映像人文学の提唱 山口修
ベトナム音楽データバンク ダン・ボアイン・ロアン

ラウンドテーブル報告とビデオ上映一越日音楽の過去 ・現在・未来一 山口修
インターフェイス的学問としての民族音楽学 徳丸吉彦
ニャーニャックと雅楽一共通の関心事一 トー・ゴク・タイン
ベトナム民族学博物館における視聴覚資料の役割 グエン・ヴァン・ブイ

美術史研究における画像データ援用の試み 肥塚隆
文化交流の足跡を示す美術作品への日越共同研究をめざして 藤岡穣

第2部 画像と文字

「画像と文字」一ハングル ・デザイン史研究の現在一 藤田治彦
ハングルの創製原理とその運用方法の変遷 ホン・ウンピョ

ハングル ・デザインと 「オウリム亅 アン・サンスー

ハングル活字の 「コル」(かたち)の 過去、現在、未来 ハン ・ジェジュン

ゴン・ピョンウの3ボ ル式タイプライタ
ー ハングル ・デザイン史上の位置一(要 旨)リ ュウ・ヒュンギュク

第3部 映像人文学の展開のために
映像におさまらなかった音の行方一表演芸術の映像記録化についてのメモー 今田健太郎
RVMVに おける権利問題 篠田暁子
ヨーゼフ・ラスカ《父の愛》
一20世 紀初頭におけるバレエ・パントマイム芸術の冩構築に向けて一

1音 楽から映像知へ一ラスカ〈父の愛〉のバレエ・パントマイム上演に向けて一 根岸一美
2オ ーケストラ上演までの道のリ 岡#i睦
3オ ーケストラ演奏用楽譜の作成について 福本康之
4オ ーケストラ譜浄書作業に関する報告 竹下美穂・溝渕悠里・山本信乃
5脚 本と楽譜から身体と音楽へ一橋渡しとしての字幕一 岡村睦
6ピ エロの悲劇を奏でる身体 伊藤友子
デジタル・メT`iア時代の芸術研究「データベースとデジタル・メディア環境の整備一 圀府寺司
中東欧モダニズム・ワークショップ{懐徳堂春季講座1三 谷研甬
あとがき 藤田治彦
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はじめに 中岡成文

第1部 臨床哲学から
もの・ひと・とき一 「臨床と対話」のために 中岡成文
予防原則の哲学的考察
一科学技術と社会の新たな倫理的関係の構築のために一 屋良朝彦

対話のインセンティブー子どもたちとの 「楽しい」対話のために 高橋綾

第2部NGOと 公共的な対話
NGOと 公共性の問題の一事例
一ネパールのブータン難民キャンプを訪問して一 入江幸男

ブータン難民の過去・現在・未来 ラタン・ガズメル

第3部 死の臨床をめぐって
第1章 アジアにおける死の臨床に関する研究の動向
アジアにおける死の臨床に関する心理学的研究 安部幸志・恒藤暁

中国人の死生観一死と家族にまつわる視点から一 王健・安部幸志・恒藤暁
死の臨床におけるスピリチュアリティ研究の動向一比較文化的観点より一
森田敬史 ・安部幸志 ・恒藤暁
東アジアにおけるアドヴァンス・ディレクティブの発展と研究の動向
船原徹雄 ・大橋陽 ・安部幸志 ・恒藤暁
第2章 遺族支援システムの構築に向けて一医療現場における遺族支援の現状と課題一
ホスピス・緩和ケァ病棟における遺族支援 坂ロ幸弘 ・恒藤暁
大阪府下のある公立総合病院における遺族支援 坂口幸弘 ・恒藤暁
遺族支援に対する看護師の意識 坂口幸弘・恒藤暁

第4部 記憶と対話
記憶、対話、そして集合的な想起 近藤佐知彦
記憶の伝承に関するグループ・ダイナミックス 渥美公秀
記憶の空間的位相:記憶装置としての博物館に関する一考察 関嘉寛
博物館の展示を「見る亅という経験 谷本奈穂
『記憶と対話J研 究に向けて:台湾集集大地震の被災者の語りを踏まえて 加藤謙介
「佐伯敏子さんの語り亅について=付属資料の解説
佐伯敏子さんの語り(本 報告書への収録者 諏訪晃一)
臨床的災害救援システムの構築に向けて 渥美公秀
地域防災プログラムのマニュアルの意義 滾邊としえ
あとがき 渥美公秀

映像 ・音響記録DVD
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まえがき 圀府寺司

第 で部 メディア関連事業についての報告
人文学データベース 豊穣な海の創出 圀府寺司
国際多地点講義・シンポジウム配信システム 前迫孝憲 ・内海成治 ・伊井春樹
メディア教育とスタッフ 圀府寺司

第2部 映像 ・音響記録DVDコ ンテンツについて
映像・音響記録DVDコ ンテンツ紹介
人文学データベース 圀府寺司

国際多地点講義・シンポジウム配信システム 前迫孝憲 ・内海成治 ・伊井春樹
国際フォーラム「映像のカー日越両国文化の比較と交流のために」 山口修・桃木至朗
シンポジウム「表演芸術における映像記録化」 山ロ修

第3回 国際デザイン史フォーラム「画像と文字亅 藤田治彦
ヨーゼフ・ラスカ《父の愛〉
一20世 紀初頭におけるバレエ・パントマイム芸術の再構築に向けて一 根岸一美

公開授業 「科学技術と倫理」 稲葉一人

映像 ・音響記録DVD仕 様



Achievement
「インターフェイスの人文 学」 関連業績 一覧
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プログラム採択(2002年11月)以 来2003年12月 調査分まで(刊行予定を含む)の、研究に参加した教員、RA、TA、 その他研究協力者による研究業績

のリストである。 「インターフェイスの人文学」報告書所収論文は除く。今回は、1.編 著書、2.雑 誌論文、3.その他論文集等に掲載の学術論文の3種 を掲載

する。グループ別 ・著者名の50音 順に配列している。なお、その後の調査に基づく網羅的な業績一覧を別途作成し、冊子として印刷するとともにホームページ

で公開する予定である。

1.編 著 書

扇 臨床と対話

河井隼雄・鷲田清一 「臨床と言葉一心理学と哲学のあわいに探る新しい臨床の知1

歴史学研究会(綴} 「歴史学における方法的転回」

川北稼他(著 》

鷲田清一r老 いの空白亅 シリーズ 《生きる思想}4

鷲田清一rこ の(私 〉はどこにいるのか亅 智山文庫 ・28
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r甌 ・生命・齪 ・社会亅 ・号34-51鰲 鷲 舗 雛 靉 研 ・。・・
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全国高等学校世界史教員研修会報告

山内晋次

森
安
孝
夫
教
授
を
代
表
と
す
る
、
わ
れ
わ
れ

「シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
世
界
史
」
班

は
、
本
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
主
要
な
研
究
目
標
と
し
て
、

。
陸
と
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
関
係
史
料
の
収
集
・公
開

・分
析
と
、
多
言
語
史
料

・

映
像
資
料
を
統
合
し
た
新
し
い
「世
界
史
」
研
究
法
の
構
築

・
上
記
の
研
究
を
中
核
と
し
た
最
新
の
歴
史
学
に
よ
る
、
高
校
世
界
史
教
育
を

刷
新
す
る
方
法
の
開
発

・
実
践

の
一う
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
研
究
目
標
の
実
現
の
た
め
に
、
大
学

の
研
究
現
場
と
高
校
の
教
育
現
場
と
の
対
話

・
連
携
の
場
と
い
う
、
ま
さ
に

「イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
の
場
を
創
出
す
べ
く
、
昨
夏
、
全
国
の
高
等
学
校
世
界
史
教

員
を
対
象
と
す
る
研
修
会
を
開
催
し
た
。

'

現
在
の
日
本
の
社
会
人
の
世
界
史
認
識
に
お
い
て
は
、
高
校
時
代
の
世
界
史

教
育
と
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
受
験
世
界
史
が
基
本
的
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る

場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
世
界
史
教
育
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
を

「中
心
」
・
「勝
者
」
と
す
る
史
観
の
呪
縛
を
強
く
蒙
っ
て

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
研
修
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の

見
方
か
ら
の
脱
却
を
主
要
な
目
的
の

一
つ
と
し
、従
来
の
史
観
で
は
「周
辺
」
・「敗

者
」
と
し
か
み
な
さ
れ
て
い
な
い

「中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
・
「東
南
ア
ジ
ア
」
地
域
の

歴
史
や

「海
域
史
」
の
分
野
を
主
題
に
す
え
、
公
平

・
対
等
な
立
場
に
た
っ
た

世
界
史
研
究
の
最
前
線
の
成
果
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
。

ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
の
日
本
の
歴
史
教
育
に
お
け
る
大
き
な
問
題
点

と
し
て
、
大
学
の
研
究
現
場
と
学
校
の
教
育
現
場
と
を
と
り
結
ぶ
者
の
層
の
薄

さ
を
痛
感
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
高
校
教
員
こ
そ
が
、

こ
の
重
要
な
役
割
を
担
う
べ
き
高
度
職
業
人
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
研
修
会
の
も
う

一
つ
の
主
要
目
的
を
、
こ
の
よ
う
な
重

要
な
立
場
に
あ
る
高
校
教
員
と
対
話
し
つ
つ
新
た
な
世
界
史
教
育
を
創
造
し
て

い
く
た
め
の
場
の
確
保
と
継
続
と
い
う
点
に
お
い
た
。

森
安
孝
夫

(大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
)

「世
界
史
上
に
お
け
る
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
意
義

-
早
す
ぎ
た
征
服
王
朝
と
し

て
の
安
史
の
乱
1

」

挑
木
至
朗

(大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
)

「現
代
世
界
と
あ
た
ら
し
い
歴
史
学

・
歴
史
教
育
」

「東
南
ア
ジ
ア
史
の
枠
組
み
を
教
え
る
方
法
」

川
北
稔

(大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
)

「ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
ー
近
代
世
界
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ー
」

荒
川
正
晴

(大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
)

「シ
ル
ク
ロ
ー
ド
上
の
ソ
グ
ド
人
」

白
須
浄
眞

(比
治
山
大
学
講
師
)

「新
し
い
世
界
史
教
育
の
創
造
を
め
ざ
し
て
」

山
内
晋
次

(大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
C
O
E
特
任
教
員
)

「遣
唐
使
途
絶
後
の
日
本
と
ア
ジ
ア
ー
九
～

=
二世
紀
の
ヒ
ト
・
モ
ノ
の
交

流
1
」

杉
山
清
彦

(日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
)

「清
帝
国
と
海
域
ア
ジ
ア
・内
陸
ア
ジ
ア
ー
世
界
史
上
の

}
六
～

一八
世
紀
1
」

各
講
義
終
了
後
の
質
疑
応
答
や
質
問
表
で
は
、
冊
封
体
制
論
、
遊
牧
国
家

の
構
造
、
「民
族
」

の
定
義

・
具
体
像
、
ア
ジ
ア
の
海
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ソ
グ

ド
人
の
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
、
歴
史
学
が
歴
史
教
育

に
提
示
す
る
も
の
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
各
講
師
と
参
加
教

員
と
の
間
で
積
極
的
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
全
講
義
の
終
了
後
、

講
義
内
容
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
含
め
た
総
合
討
論
が
行
わ
れ
、
世
界
シ

ス
テ
ム
論
、

「民
族
」
・
「国
家
」
の
定
義
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
高

校
世
界
史
教
育
の
課
題
な
ど
の
問
題
を
中
心
に
、
活
発
な
討
論
が
展
開
さ
れ
た
。

研
修
会
の
概
要

本
研
修
会
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
五
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
、
大
阪
大
学
附

属
図
書
館
本
館
を
会
場
と
し
、
北
は
岩
手
県
か
ら
南
は
福
岡
県
ま
で
の
高
校
世

界
史
教
員
七
二
名
の
参
加
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。

三
日
間
の
研
修
会
は
、
大
阪

大
学
の
教
官
を
主
要
メ
ン
バ
ー
と
す
る
講
師
陣
七
人
に
よ
る
以
下
の
よ
う
な
講
義

と
、
各
講
義
終
了
後
に
お
け
る
質
疑
応
答
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

一

日
目
と
一
一日
目
の
研
修
終
了
時
に
、
参
加
教
員
に
質
問
表
を
配
布
し
、
翌
日
そ

の
質
問
に
講
師
や
大
学
院
生
が
口
頭
・
レ
ジ
ュ
メ
で
回
答
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
も

意
見
交
換
が
は
か
ら
れ
た
。

研
修
会
の
成
果

三
日
間
に
わ
た
る
研
修
会
の
終
了
後
、
参
加
教
員
に

冖
O
O
O
字
程
度
の
レ

ポ
ー
ト
を
提
出
し
て
も
ら
った
。
以
下
、
お
も
に
そ
の
レ
ポ
ー
ト
に
よ
り
な
が
ら
、

本
研
修
会
の
成
果
を
概
括
し
て
み
た
い
。

レ
ポ
ー
ト
の
な
か
で
は
、

コ
咼
校
の
教
育
現
場
と
大
学
の
研
究
の
場
と
の
乖
離

の
緩
和
が
歴
史
教
育
の
課
題
の

}
つ
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
声
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
研
究
と
教
育
の
現
場
が
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
と
い
う
問
題
が
、
多
く

の
教
員
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
研
修
会
の
主
要
目
的
の
一
つ
は
、
上
述

の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
両
者
の
直
接
対
話
の
場
を
確
保
し
、
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、
鈩

市
民
と
文
化
財
の
は
ざ
ま
で

現
在
、

私
は
羽
曳

野
市

教
育

員
会

に
勤

務
し
て
い
る
。

二
〇
〇

四
年

三
月
で
ま

る
十
五
年

に
な
る
。

い
わ

ゆ
る
中
堅
と

い
う
立
場

に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

当
初
は
市
内

の
文
化
財

保
護
、
と
り
わ
け
開

発
工
事
に
伴

う
緊
急
発

掘
調
査

に
携
わ

っ
て
い
た
。

そ
れ
を
十
二
年

間

ほ
ど

続
け
た
後
に
、

現
在

の
生
涯

学

習
の
部
署

に
異
動

し
、
市

民
講
座

の
企
画
や
事
務

を
担
当
し
て
い
る
。

学
部

の
と
き
か
ら
考
古

学
を
専

攻
し
て
い
た
の
で
、
埋

蔵
文

化
財

の
発
掘

に
つ
い
て
は
、
自

分

の
専

門
を
活

か
し
て
仕
事

が
で
き
る
、
少

な
く
と
も

最
初
そ
う
考

え
て
い
た
。

し
か
し
、
や
は
り
と
い
う
か
、
現

実
は
そ
う
あ
ま

く
は

無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

羽
曳

野
市

で
は
市
域

の
四
〇
%
強
が

「
周

知

の
埋
蔵

文
化

財
包

蔵
地
」
と
呼
ば
れ
る
、
法
的

に
保
護

の
対
象
と
な
る
範

囲
が
指
定

さ

れ
て
い
る
。

こ
の
範

囲
で
土
木
工
事
を
行
う
場
合

は
、
届
出
を
行
う

必

要
が
あ
る
。

私

は
、
特

に
個

入
専

用
住

宅

の
建

て
替

え
に
伴
う

発
掘

を
担

当
し
て
い
た
。

正
直

い
っ
て
、
こ
れ
は
本

当

に
大

変
な
作

業

で
あ

っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
個

人
住
宅

の
発
掘
は

一
般
に
は
国
庫
補

助
金
を
使

う
の
だ
が
、
そ
の
申
請
か
ら
実
績
報

告
、
交
付
決

定
に
至

る
ま
で
の
事
務

的
手

続
き
書

類

の
作
成

を
、

担
当
者

一
人

で
ほ
と

ん
ど
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ

る
。

ま
た
、
発
掘

作
業

員

や
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
、
機
械

借
り
上
げ
な
ど

の
経
費

の
伝

票
処

理

も
行

う
と

い
っ
た
始
末

で
あ
る
。

最
も
手

ご
わ
い
の
が
、
工
事
施

主

や
施

工
業
者

と

の
折
衝

で
あ

る
。

こ
の
協

議
内
容

を
も
と

に
発

掘

調
査
に
着
手

す
る
の
だ
が
、
価
値

観
の
異

な
る
立
場
で
の
協
議
は
、

予
想
通
り
難
航
す
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
で
あ
る
。

そ
の
後
首
尾

よ
く

発
掘
に
突

入
し
て
も
、
現
場

で
発
生
す
る
土

ぼ
こ
り
や
泥
水

で
、
付

近

住
民
よ
り
苦
言
を
呈
さ
れ
る
場

合
も
多
々
あ
る
。
発
掘
や
そ
の
後

の
遺
物
整

理
作

業
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら
調
査
研
究

の

前

提
と
な
る
上
記

の
業
務

に
は
、
そ
れ
以
上
の
精
力

を
注
ぎ
込
む

こ

伊
藤
聖
浩

と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
繰
り
返
し
に
、
率
直
な
と

こ
ろ
面
食

ら
い
、
と
ま
ど

い
の
連
続

で
あ

っ
た
。

大

学
で
学
ん
だ

考
古
学

研
究
の
知

識
は
、
今

や

っ
て
い
る
業

務

の
中

で
ど
れ
く
ら
い
有
益

な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

は
た
と
真

剣
に
考

え
込
ん
で
し
ま

う
ほ
ど

で
あ

っ
た
。

一
方
で
、
考

古
学

・
古
代

史
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
、

一
般
市
民

の
関
心
も
高

く
、

そ

の
結
果

新
聞

や
テ
レ
ビ
な
ど

の
マ
ス
コ
ミ
に
も
取

り
上
げ

ら
れ
る
こ

と
も
多

い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は

一
体
な
ぜ
な

の
か
。

大

学
入
学

当
時

に
指
導

教
官

の

一
人

か
ら

「
歴
史
学

は
、
法
学

や

経
済

学
な
ど
と
違

っ
て
鍋
や
釜
の
よ
う
に
日
常
生
活

に
は
直
接

役
に

立
た
な
い
。

し
か
し
、
歴
史
学
を
研
究
す
る
者
は
、
普
段

歴
史
学
の

学

問
を
行
わ
な
い
人
た
ち

に
代
わ

っ
て
、

研
究
し
て
そ

の
成
果
を
他

の
多

く

の
人
び
と

に
還
元
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

農
業

や
工
業
に

従
事

す
る
人

が
、
そ
れ
に
直
接

携
わ
ら
な
い
人

の
分
の
農
作
物

や
製

品

を
も
生
産

す
る
よ
う
に
。
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
、
ふ
と
思

い
出
し

て
し
ま

っ
た
。

悪
戦
苦

闘

の
中
、
小

学
校

の
授

業

の

一
環

で
、
市
内

の
遺

跡

の

解

説
を
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

お
世

辞
に
も

上
手
く
で
き
た
と
は
思

わ
な
か
っ
た
が
、

関
心
を
も

っ
た
数

人
の
子
供
た
ち
が
発
掘
整

理
事

務

所
に
や

っ
て
き
た
。

も

っ
と
、
モ
ノ

(遺
物

)
を
見
た
い
の
だ
と
い
う
。

こ
の
授
業

で
は
約

一
六
〇

〇
年
前

の
埴

輪

の
実
物

資
料

を
見
て
も

ら

っ
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
本

物
に
興
味
を
持

っ
た
よ
う
で
あ
っ

た
。

ま
た
、

こ
れ
ら
の
遺
物
が
普
段
自

分
た
ち
が
遊
び
場
と
し
て
い

る
古

墳
か
ら
出

土
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
も
、
彼
や
彼
女
等

に
と

っ

て
は
ち

ょ
っ
と

し
た
発

見

の
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き

に
次

の
よ

う
に
思

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
遺
跡

の
も
つ
歴
史

的
意
義

の
重
要
性
を

訴
え
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分

で
、
何
か

別

の
付
加

価
値
を
創
出

し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
例

え
ば
、
古
墳

の

伊藤 聖浩(い とう・まさひろ)

1965年 生まれ。1988年 岡山大学文学部史学科卒業。羽曳野市教育委員会に勤務、

また羽曳野市教育委員会市民大学の主査を勤める。大阪大学大学院文学研究科博士

前期課程在籍、考古学講座に所属。共著としてr羽 曳野市史亅第3巻 資料絹1(羽 曳

野市史絹纂委員会、issa年)。
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墳

丘
の
雑

木
林
や
周
濠

を
利
用
し
た
周
遊
散
策
路

の
設
定
、
そ
こ
で

の
動
物
や
昆
虫
あ
る
い
は
植

物
を
対
象
に
し
た
自

然
観
察
が
自
由
に

で
き
る
場

の
提
供
、
遺
跡

の
広
場
空

間
を
利
用
し
た
音
楽

コ
ン
サ
ー

ト
の
開
催

な
ど
。

私

の
乏
し
い
経
験

で
は
、
市

民
に
と

っ
て
は
、
む

し
ろ
良
好
な
住
環
境

の
保
全
、
あ

る
い
は
気

軽
に
楽

し
め
る
文

化
イ

ベ
ン
ト
へ
の
参
加
と

い
う
脈
絡
か
ら
、
歴

史
的
遺

産

に
興
味
や
関
心

を
抱
く
事

例
が
多

い
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
に
は
、
考
古
学
や
古
代
史

の
み
な

ら
ず
、

文

学
、

芸
術

学
、
生

物
学
、

植
物

学
、
は
た
ま
た

環

境
学
や
都
市

計
画
と

い
っ
た
他

の
学
問
分

野
と
の
連
携

の
必
要
を

痛

感
し
た
。

現
在

の
生
涯
学
習

の
仕
事
を
通
し
て
も
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
気

が
つ
い
た
。

土
地
柄

も
あ
る
の
で
あ

ろ
う

か
、

や
は
り
考
古

学
や
古

代
史

に
関
す
る
内
容

の
講
座

は
人
気
が
高

い
。

し
か
も
、
年
輩

の
、

つ
ま
り
仕
事

を
定

年
退
職

さ
れ
た
方
が
ほ
ぼ
大
半
を
占
め
る
。

こ
の

よ
う
な
傾
向

は
、
ど

こ
の
市
民
講
座
な
ど

に
も
見

ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。

こ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

が
あ

る
が
、

私
が
気

に
な

っ
た
の

は
次

の
よ

う
な

こ
と

で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
方

々
は
、
自
分

の
居
住

し

て
い
る
地
域

に
は
多

少
の
関
心

を
持
ち
な
が
ら
も
、
実
は
あ
ま
り

知

ら
な
い
。

中
に
は
市
民

ホ
ー
ル
な
ど
の
公
共

施
設
な
ど
の
場
所

も

わ

か
ら
な
い
、
と

い
っ
た
具
合

も
あ
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。

現
役

の

と
き
に
地
元
の
風

景
を
目

に
す
る
機
会
と
い
え
ば
、
仕
事
場
所

と
自

宅
と

の
間
の
行
き
帰
り

の
み
と

い
う
の
が
案

外
多
か
っ
た
の
で
あ

る
。

こ
う
い
う
人
た
ち
は
、
「自

分
の
住
ん
で
い
る
周
辺
に
何
が
あ
る
の
か
」

と
い
う
好

奇
心

か
ら
、

こ
の
地
域

に
特
徴

的
な
も
の
、
固
有

の
も
の
、

有
名
な
も
の
、
さ
ら
に
本
物
が
実

存
す
れ
ば
、
よ
り

一
層

の
関
心
を

示
す
。

こ
の
特
徴
的

・
固
有

な
も
の
が
、
実

は
古
墳

や
遺

跡
と
い
っ

た
文
化

財
な
の
で
あ
る
。

一
過
性

の
ト
ピ

ッ
ク
ス
み
た
い
な
も
の
ば

か
り
で
は
な
く
、
歴
史
的
意

義
を
踏

ま
え
た
解
説
や
適
切
な
誘
導

が

あ
れ
ば
、
予
想

以
上
に
興
味

を
持

っ
て
も
ら
え

る
こ
と
を
確

信
し
た
。

た
だ
、

こ
れ
な
ど

も
、
受

講
料
を
支
払

っ
て
参

加
す
る
と
い
う
、

そ

れ
な
り

に
意
識
の
高

い

一
部

の
人
々
に
限

っ
て
の
こ
と

か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、

こ
う
い
っ
た
潜
在

的
サ
ポ
ー
タ
ー
が
ま
だ

ま
だ

た
く
さ
ん

存

在
す
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
に
は
、
少
し
う
れ
し
い
気
が
す
る
。

こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
、
や
は
り
若

い
年
齢
層

に
対
す
る
ア
ピ
ー

ル
の
方
法

が
挙
げ

ら
れ
る
。

こ
れ
と
い
っ
た
妙
案
を
持

ち
合
わ
せ
て

い
る
訳
で
は
な
い
が
、
先

述
し
た
小

学
生

の
事

例

の
よ
う
に
、
実

物

資
料
、
本
物
を
直
接
観
察

で
き
る
機
会
を
設

け
て
い
け
れ
ば
と

思
う
。

現
地

で
の
見

学
、
遺
物

出
土
状

況
な
ど
、
等
身

大

に
歴
史

と
接
す

る
こ
と
の
で
き

る
場

を
増
や
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
こ
の
年
齢

層

が
高

い
関
心

を
示

す

一
つ
と
し
て
、
都
市

景
観
が
あ

る
。

最
近

で
は
、

歴
史
的
景

観
を
見
直
そ
う
と
い
う
動
き
が
さ
か
ん
で
あ
る
。

新
た
に

開
発

さ
れ
た
ベ
イ
エ
リ
ア
よ
り
も
、
む
し

ろ
神

戸
の
旧

居
留
地

を
は

じ
め
、
大
阪
天
満

の
木
造

町
家
を
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
カ
フ
ェ
に
新

鮮

さ
を
感

じ
る
若

者

が
多

い
と
い
う
。

こ
れ
な
ど

も
歴

史
的

建
造

物

に
新

し
い
価
値
を
付
加

し
て
い
っ
た
事

例
で
あ

る
。

こ
う
な
っ
た
ら
、

文

化
財

の
活
用

に
つ
い
て
、

極
端

に
い
え
ば

何
で
も

あ
り
と
い
う
感

じ
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
く
ら
い
の
雰
囲
気

を
作

り
上
げ

る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
し
め
た
も

の
だ
と

思
う
。

そ
の
と
き

に
、
行
政

の
考

え
を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
支
援

す
る
形

で
関
与

す
べ
き

で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
を
考

え
な
が
ら
、
今
し
ば
ら
く
は
生

涯
学

習

の
業
務

に
携
わ
っ
て
い
き
た
い
。
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鶯
サ
イ
デ

ン
ス
テ

ッ
カ
ー
氏

と

の
座

談
会

『
源
氏
物

語
』

翻
訳
者

と
し

て

の
日
本
文

学
観

エ
ド

ワ
ー

ド

・
G

・
サ
イ
デ

ン
ス
テ

ッ
カ
ー
氏

は
、

『
源
氏

物
語

』

の
翻
訳

と
と
も

に
、
谷
崎

潤

一
郎
、

川
端
康

成
、
三
島
由
紀

夫

の

作

品
な
ど
近

代
文
学

の
翻

訳
も
多

数
手
が
け
、
と
り
わ
け
川
端
作

品
は
そ
れ
に
よ

っ
て
ノ
ー
ベ
ル
文

学
賞

を
受

賞
し
た
こ
と
は
広

く
知

ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
の
川
端

の
受

賞
記
念
講

演

「美

し
い
日
本

の
私
」

は
、
直
前
ま
で
原
稿
が
で
き
な
く
、
現
地

で
も
手
直

し
を
し
た
よ
う
で
、
古

典
を
ふ
ん
だ
ん
に
引
用
し
た
、
川

端

独
特

の
あ

い
ま

い
な
表

現
を
し
て
い
る
だ
け
に
、
そ

の
英
訳

に
は

困
難
を
き
わ
め
た
ら
し
い
。

な
お
、
講

演
文
と

そ
の
翻

訳
は
、
講
談

社
現
代
新
書

(
一
九
六
九
年

)
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。

サ
イ
デ

ン
ス
テ
ッ
カ
ー
氏

と
知

り
合

っ
た
の
は
、
も
う
二
十
数
年

以
前
、
私

が
ま
だ

東
京

に
住
ん

で
い
た
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

『
源
氏
物

語
』
の
千
百

ぺ
!
ジ
か
ら
な
る
二
冊
本

の
翻

訳
が
出
版

さ
れ
た
の
は

一
九
七
五
年
な

の
で
、
そ
の
数
年

後
に
つ
き

合
う
よ

う
に
な

っ
た
ら

し
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
ア
ー
サ

・
ウ

ェ
イ
リ
ー
訳

が
出
た
の
は

一
九

三
三

年
、
そ
れ
か
ら
四
十
数
年

ぶ
り

の
快
挙

で
あ

っ
た
。

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳

に
よ

っ
て
世

に

『源
氏
物

語
』
の
存

在
が
明
ら
か
に
な
り
、
翻
訳
の
す

ば

ら
し
さ
も
あ

っ
て
絶
賛

さ
れ
、
世

界
文
学

と
し
て
認
知

さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
、
ウ
ェ
イ
リ

i
訳

は
鈴
虫
巻

を
削

除
し
た
り
、
部

分
的

に
省
略

す
る
な
ど
、
全

訳
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

で
き

る
だ
け
原
作

に
忠

実
に
、
全
巻

を
翻

訳
し
た
の
が
サ
イ
デ

ン
ス
テ
ッ

カ
ー
氏

で
あ
り
、
現
在

で
も
ア
メ
リ
カ
で
は
ソ
フ
ト
カ
バ
ー
本
が
書
店

に
並

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
に
お
け
る

『源
氏
物

語
』
の
普
及

に
は
大
き
な
功
績

が
あ
っ
た
。

「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学

」

で
は
、
私
は
日
本
文
学

の
翻
訳

論

を

一
つ
の
テ
ー

マ
と
し
、
国

際
集
会

な
ど
を
開

催
す
る
な
ど
し
て

き
た
が
、
日
本
文
学

の
翻
訳
と
研

究
の
先
駆
者

で
も
あ
る
サ
イ
デ
ン

ス
テ
ッ
カ
ー
氏
か
ら
直
接
話

を
聞
く

こ
と
を
計

画
し
た
。

戦
後
か
ら

伊
井
春
樹

今

日
ま
で
感

じ
た
こ
と
、
と
り
わ
け

『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
事
情
や
、

作
品
論

を
う
か
が
っ
て
記
録

し
て
お
こ
う
と
思

い
た

っ
た
の
で
あ

る
。

数
年
前

の
朝

日
新

聞
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
氏

へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
i

記
事

に
、
自
叙
伝

を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
が
写
真

入
り
で
掲
載

さ
れ

た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
出

版
を
心
待

ち
に
し
て
い
た
。

昨
年

「
∩
。碧
巨

日
。
尊
。
」
と
し
て
完
成
し
、
日
記
を
用

い
な
が
ら
、
祖
父
の
代

か
ら
コ

ロ
ラ
ド
で
の
生

活
、
海
軍
日
本

語
学
校
時
代

、
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
国

務
省

外
交
官

と
し
て
日
本

勤
務
、

そ
の
後
退
職

し
て
東
京

大
学

大

学
院

に
外

国
人

と
し
て
初

の
入
学
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
、

ミ
シ

ガ
ン
大

学
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学

の
教
授
、
ド
ナ
ル
ド

・
キ
ー

ン
さ
ん
と

半
年

ご
と
日
本

に
滞
在
し
、
翻

訳
と
研
究
を
続
け
て
き
た
こ
と

な
ど
、

後
半

は
数

多
く

近
代
文

学
者

と

の
交

流
な
ど
が
中
心

に
興
味

深

い

内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
感
想
を
電
話

で
話
し
て
い
る
う
ち
に
、

ゆ
っ
く
り
と
話

を
し
よ
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
今

回
の
座
談
会

と

な

っ
た
次
第

で
あ
る
。

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
i
氏

は

一
九
一
=

年
二
月

生
ま
れ
、
八
十
二

歳

に
な
ら
れ
た
の
だ

が
、

記
憶

も
確

か
で
、
足

を
す

こ
し
悪

く

さ

れ
て

い
る
と

は
い
え
、

い
た

っ
て
矍

鑠

と

し
て

い
る
。

九
月

十

一

日
と

十
二
日
、
大

阪
大
学

学
士

会
館

連
絡
事

務
所

で
、
私

の
ほ
か

に
、

国
文
学

研
究
資
料

館

の
加

藤
昌
嘉

助
教
授
、
藤

井
由
起

子
C

O
E
研
究

員
、
そ

れ
に
録

音
や
写

真

な
ど
を
し
て
も
ら

う
た
め
に

海

野
圭
介
助
手

と
が
出

向

い
た
。

お
疲

れ
に
な
る
の
を
気

に
し
な
が

ら
、

二
日
間

の
座
談
会
、

さ
ま
ざ
ま
な
話
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き

た
。

一
九

四
五
年

九
月

の
戦
後
間

も
な
く
、
海
兵

隊
員

と
し
て
硫

黄

島
か
ら
佐

世
保

に
上
陸
、
そ
れ
が
日
本

の
地

へ
の
最
初

の
出
会

い

と
な
る
。

除
隊

後
帰

国
し
、
国

際
関
係

論
で
修

士
号
を
取
得
、

そ

の
後
日
本

を
再
度

訪
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
国
務
省

の
あ

っ

た
新
橋

の
第

一
ホ
テ
ル
の
部
屋

に
、
日
本

の
研
究

者
が
タ
バ
コ
ほ
し
さ
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'

に
訪
れ
て
古
典
文
学
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
、
そ
の
折
に
読
ん
だ
の
が

『蜻

蛉
日
記

』
で
あ
り
、
こ
れ
は
後

に
初

の
古
典
文
学

の
翻
訳
と
な
っ

た
の
で
あ

る
。

東

京
大

学

で
は
、
池

田
亀

鑑
、
久
松

潜

一
、

吉
田

精

一
氏

な
ど
の
思

い
出
、
フ
ォ
ー
ド
財

団
と
の
関
係

で
日
本

の
近

代

文
学
を
研
究
す
る
よ

う
に
な

っ
た
こ
と
な
ど
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
i

氏

の
著

作
や
以
前
に
直

接
話
を
聞

い
た
こ
と

も
あ

っ
た
が
、
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
も
多
く
、
興
味

深
い
内
容
だ

っ
た
。

氏
が
毎

日
日
記
を

つ
け
て
い
る
こ
と

は
知

っ
て
い
た
が
、
そ
の
七
十

冊
は
現
在

コ
ロ
ラ
ド
大

学
に
寄

託
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
海
兵

隊

員
と
し
て
ハ
ワ
イ
に
滞
在

中
に
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳

の

『
源
氏
物
語
』
を
読

ん
で
感
動

し
た
こ
と

な
ど
、
貴
重
な
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
。

と

り
わ
け
、
「
翻
訳
者
が
ほ
め
ら
れ
る
よ
う
な
翻
訳

で
は
だ
め
だ
」
と
の

こ
と
ば
は
、

翻
訳
と

は
何
か
と

い
う

こ
と
を
強
く
考

え
さ
せ
ら
れ
た
。

翻
訳
者

が
表

面
に
出

る
の
で
は
な
く
、
あ

ー
ま
で
も
作

品
を
い
か
に

英
語
と
し
て
表
現
し
、
作
者
を
生
か
す
か
と
い
う

の
が
、
翻
訳

の
も
っ

と
も
大

切
な
務

め
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
と

も
に
、

平
安
末
期

の
作
品
な
ど
は
、
原
典

に
縛
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自

分

な
り

に
自
由

に
翻
訳
を
し
て
い
み
た
い
と

の
夢
も
語

っ
て
い
た
。

4『 竃L『 」

詳◎ 』慶
巳G,サ イデンステッカー氏

サイデンステッカー氏 と著者

伊井春 樹(い い・はるき)

1941年 、愛媛県生まれ。1968年広島大学大学院文学研究科退学。1992年文学博士。

国文学研究資料館助教授等を経て、大&5大学大学院文学研究科教授へ。2004年3

月同退職。著書にr源氏物語注釈史の研究』(桜楓社)『漂氏物語の謎亅(三省堂)『成
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語の展開と和歌資料亅(夙間書房)ほ か。専門は平安・中世文学研究。特に、海外の

日本古典文学研究者との交流にカを入れてきた。
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奪
栞

を

求

め

て

ー

「右
の
耳
に
水
」
1

「
栞

(し

お
り

)
」
の
研

究

を

始

め

て
か
ら

十

年

が
経

と

う

と

し
て

い

る
。

し
を
り

栞

の
原
義
1

も

と
も
と

は
枝

折
と

記
し
、

旅
人
が
山
道

な
ど
で

木

の
枝
を
手
折
り
、
後
進

が
迷
わ
兎
よ
う
に
道
し
る
べ
と
し
た
も
の
ー

を
知

っ
た
と
き
の
感
動

、
こ
れ
ま
で
分
析
を
加
え
て
き
た

「
栞
」

の

一
葉

一
葉
を
手
に
し
た
と

き
の
喜
び
は
今

も

こ
の
手

の
う
ち

に
温
か

い
。
資

料
収
集

の
作
業

そ
の
も
の
や
、
そ
の
過
程

で
の
旅
や
出
会

い

な
ど
を
い
つ
も

ど
こ
か
で
楽
し
ん
で
お
り
、

こ
れ
が
世
に
出
て
他

の
皆

様

の
お
目

に
触

れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
と
は
想

像
す
ら
し
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
大

阪
大
学
大
学

院
言
語
文
化
研
究

科
と
い
う

「場

」
で
少

し
つ

つ
書

き
綴

っ
た
論
文

の
寄

せ
集

め
が
、

『
渡
米

移
民

の
教
育

-

栞

で
読
む
日
本
人
移

民
社

会
』
の
タ
イ
ト

ル
で
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

拙
著

で
分
析
を
加
え
た

「
栞
」

と
は
、
百
年

ほ
ど
前

に
ア
メ
リ
カ

を
目
指

し
て
海
を
渡

っ
た
方

々
の
間
に
流
布

し
た

一
枚

刷
り
の
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
な
ど
で
あ

る
。

未
知

の
世
界

へ
の
移
動

を
経

験
し
、
異
文

化

の
壁
を
体

感
し
た
人
々
は
、
想
い
想

い
の
情
報
を

「
栞
」
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
を
通

し
て
後
進

の
も

の
に
示
し
た
。

分

厚
い
書
物

に
触
れ
る

習
慣
の
な
い
も

の
で
も

「
栞
」

で
あ
れ
ば
柳
行
李
や
風
呂
敷

包
み
に

忍
ば
せ
ら
れ
る
。

と
き
に
は
長

い
船
上

で
の
お
供

役
も
果

た
し
た
は

ず
だ
。

い
わ
ば
、
「栞

」
は
最
も
小
さ
な

「紙

上
の
学
校
」
だ

っ
た
の
だ

。

例
え
ば
、
和
菓

子
の
箱
に
入

っ
て
い
そ
う
な
栞
、
『渡
米
婦

人
心
得
』

か
ら

「船

上
の
心
得
」
の

一
節
。

ほ
そ
お
び

ひ

ふ

き

細
帯

の
時

は
必
ず
被
布
を
被
る
こ
と

(下
着

・
寝
巻
き
の
よ
う
な
格
好

の
と
き

は
必
ず
上
着
を
着

て
ね
)

わ

け

へ
ん
な
わ
ら
ひ

理
由
な
し
に
偸
笑

せ
ぬ
こ
と

と
く
ぺ
つ
し
ん
せ
つ

だ
ん

し

き
を
つ
け
て

み

す
き

み

特
別
親
切

に
し
て
く
れ
る
男

子
に
警
戒
し
身

に
隙
を
見
せ
鍛
こ
と

(

)
内

は
横
田
訳

横
田
睦
子

ど

う
で
す
?

最
近

の

一
人
旅
の
女
性

の
皆

さ
ん
も
気
を
つ
け
て
。

百
年

の
と
き
を
経
て
も
、
言
葉

は
多
少
変
わ

っ
て
も
、
移
動
す
る

人

間

へ
の
眼
差

し
は
そ
う
変
わ
ら
な
い
、
そ
し
て
、
ど
こ
か
あ
た
た
か
い
。

「
栞
」

は
そ
れ
を
証

言
す
る
か
の
よ
う
に
今

を
生
き
る
私

に
語
り
掛

け
て
く

る
。

さ
て
、

こ
の
研
究
を
始

め
て
か
ら
十

年
と
書

い
た
が
、

実
は
も

っ

と

以
前
か
ら
そ
の
動

機
と
な

る
よ
う
な
経

験
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い

か
と
あ
れ
こ
れ
思
い
返

し
て
い
る
。

身
近

な
人

問
、
そ
し
て
私
自
身

が
移
動
を
重
ね
る
う
ち
に
得
た
も
の
あ
る
い
は
失

っ
た
も

の
に
つ
い
て

で
あ
る
。

す
で
に
他

界
し

た
私

の
父

は
、
十

代

の
初

め
、

初

め
て
生

ま
れ

育

っ
た
五
島
列
島

の
福
江
島
を
出
て
大

阪
の
親
戚
を
訪
ね
る
際

、
と

う
と

う
他

の
誰

と
も

一
言
も
言

葉
を
交
わ
さ
ず
、

大
阪

駅
に
到
着

す

る
ま
で
立

っ
た
ま
ま
で
車
中

を
過

ご
し
た
そ
う

で
あ
る
。

福
江
島

か
ら
長

崎
市

ま
で
船

で
五
時

間
以

上
、

長
崎

駅
か
ら
大
阪

駅
ま

で

列
車

で
ま
る

一
日
か
か
っ
た
時
代

で
あ
る
。

同
じ
九
州
と
は
い
え
長

崎
市

は
父

に
と
っ
て
大

き
な
町
で
あ
り
、
目
的
地

の
大
阪
は
さ
ら
に

大
規

模
な
都
会
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

今

で
は
想
像
も

つ
か
な
い
ほ
ど

の
文

化
差

が
父

の
前

に
立
ち

は
だ
か
っ
て
い
た
の
だ
。

大
阪

で
観

た

欧
米

の
映
画

の
話
、
大
阪

で
食

べ
た
き

つ
ね
う
ど
ん
の
話
、
大
阪

は

当
時

の
西
日
本

の
少
年

少
女

に
と

っ
て
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う
に
父
に

と

っ
て
も
ま
さ
に
憧
れ

の
地
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
、
後
年
大
阪

で
の
思

い
出
話

を
す

る
と

き
の
父

の
目
に
は
少

年

の
輝

き
が
あ

っ
た
。

か
し

こ
ま

っ
た
席

の
父

の
言

葉
の
ど

こ
か
に
い
つ
も
大

阪
訛
り
が
あ

っ
た
の

は
、

そ
の
後
数
年

を
大
阪

で
過

ご
す

こ
と
に
な
っ
た
以

上
に
父

の
文

化

の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
大

阪
と

の
出
会

い
に
よ
っ
て
生
成

さ
れ
た
か
ら

に
違

い
な
い
。

横 田睦子 はこた・むっこ)
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著書 『護米移民の教育一栞で読む日本人移民社会』※写真右

(2003年 、大阪大学出版会)

専門は言語文化学 ・社会教育(移 民教育、薬物教育など)
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伊

万
里

生
ま
れ

の
祖
母

は
、
福

岡

の
嫁

ぎ
先
が
海

運
業
だ

っ
た

こ
と
か
ら
、
あ

る
時
期
か
ら
福

江
島

の
港

近
く
に
暮

ら
す

こ
と
に
な

り
、
祖

父
が
船

の
事
故
で
他

界
し
た
後
も
五
島

の
文

化
の
う
ち
に
五

島
弁

で
生
活
し
て
い
た
。

長

崎
の
町
の
真
ん
中

の
子
供
だ

っ
た
私

は

学
校
が
休
み
に
な
る
と
、

ま
る
で
船
の
積

荷
か
何

か
の
よ
う
に
大

波

止

(長
崎
市
、
出
島

の
隣
で
す
)
の
船
着
場

で
福

江
島
に
向

か
う
誰

か
に
簡
単

に
預

け
ら
れ
て
は
、
こ
の
祖
母
を
訪
ね
た
。

勝
手

知

っ
た

る
二
等
船

室
に
走
り
、
積

み
上
げ

ら
れ
た
中

か
ら
自

身
の
毛
布

と
洗

面
器

(船

酔
い
に
備
え
て
)
を
確
保
し
、
そ
の
日

の
朝

に
市
内
の
ベ
ー

カ
リ
ー
で
焼

か
れ
た
パ
ン

(当

時
は
お
土
産

と
し
て
喜

ば
れ
た
)
、
宿

題
と

着
替

え
を
荷
置

棚
に
放
り
込

む
。

そ
れ
さ
え
す
め
ば
、

知
ら

な
い
大
人
や
子
供
と

「今

日
は
凪
で
よ
か
っ
た
」
な
ど
と

話
し
た
り
、

甲
板

に
出
て
は
航
行

に
沿

っ
て
跳
ね
急
ぐ
飛

魚
の
群

れ
を
眺

め
た
り

し
な
が
ら
福

江
港
ま
で
の
四
時
間
半

を
過

ご
す
の
だ

。
船
を
降
り
た

後
の
、
陸

の
上
で
も
し
ば
ら
く
体

が
揺
れ
て
い
る
よ
う
な
感

覚
が
懐

か
し
い
。

桟
橋

周
辺

で
売

ら
れ
て
い
た
海

産
物

の
匂

い
は
今

で
も
鼻

先
に
よ
み
が
え
る
。
好

物

の
か
ん

こ
ろ
餅

(さ
つ
ま

芋
と
も
ち
米

で

で
き
た
五
島

の
名
産

品
)
を
求

め
に
祖

母
と
連
れ
だ

っ
て
歩

い
た
海

沿
い
の
道
に
は
湿

っ
た
潮
風
が
吹

い
て
い
た
。

そ
し
て
小
学
生
だ

っ
た

私
を
親

戚
が
待

つ
大
阪

に
連
れ
出
し
、
梅
田
の
百
貨
店
や
京
都

の
歌

い
ざ
な

舞
伎

へ
と
誘

っ
て
く
れ
た
の
も
こ
の
祖

母
だ

っ
た
。

大
阪
で
の
祖

母
は
、

い
つ
も
と
変

わ
ら
な
い
地

味
な
色

の
和

服
に
包

ま
れ
て
は
い
た
も

の

の
、
五
島

で
は
隠

し
持

っ
て
い
た
よ

う
な
表

情
を
、
白

い
半

襟

の
上

に
た
た
え

て
い
た
。

長
崎

の
生
家

に
は
、

こ
の
祖
母

を
介

し
て
、
都

会

の
学
校

の
受
験

や
商

用

の
た
め
、
五
島
か
ら
、

そ
し
て
五
島

へ
と

移
動

す
る
客

が
絶

え
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。

「
む

っ
ち

ゃ
ん
、

『
み
ん

な
ん

の
み
ん
に
み
ん
』

て
何
か
わ
か
る
ね
」
、
私

は
実
に
多

く
を
移

動
す
る

人
々
の
言
葉
や
指
先
か
ら
教
わ

っ
た
も

の
だ
。

…

…
な
ど
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
ち
ょ
っ
と

「
あ
と
が
き
」

に
書

い
た
の
で
、
父
が
ほ
ん
の

一
時

期

お
世
話

に
な
っ
た
長
崎
県

立
五
島

高
校

に

一
冊
送

ら
せ
て
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
、
ク
リ

ス
マ
ス
イ
ヴ
の
日

に
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
起

こ
っ
た
。

お
目
に
か
か
っ
た

こ
と
も
な
い

五
島
高
校

の
校

長
先
生
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
職
員

の
方

お
手

作
り
の

「
か
ん
こ
ろ
餅
」

を
送

っ
て
下
さ
る
と
の
こ
と
だ

っ
た
。
受

け
取

っ
た

「
か
ん

こ
ろ
餅

」

に
は
便
箋

三
枚

の
お
便

り
と
何

と
い
う
植
物
だ
ろ

う
、
七
つ
葉

の
緑
が
添
え
て
あ

っ
た
。

そ
れ
は
昔
、
私
が
初
め
て
ア
メ

リ
カ
に
旅

立

つ
と
き
、
も
う

一
人
の
祖

母
が
赤

と
白

の
水

引
を
結
ん

で
道

中
の
お
守
り
に
と
持
た
せ
て
く
れ
た
も
の
だ

っ
た
。

私

は
、
今
で
も
大

阪
大
学
と
い
う
鬱
蒼
と
し
た
森

の
中
で
、
私
の

た
め
に
手
折

ら
れ
た

「
栞
」
ー

道
し
る
べ
を
探
す
旅
を
続

け
て
い
る
。
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讐
「
記

憶

の

文

化

」
を

考

え

る

ー

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る

「集
合
的
記
憶
」
を
事
例
に
ー

現
代
社
会
の
構

造
が
複
雑
か
つ
急
速
に
変
化
す
る
今
日
、
人
文
学

に
お
い
て
も
、
従
来

の
学
問

領
域

・
空
間

を
超

越
し
、
広

い
視
野
か

ら

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
複
合
的

に
考
察
す

る
こ
と

が
要
請

さ
れ
て
い

る
。

そ
う
し
た
状

況
に
お
い
て
人
文

学
や
そ

の
関
連
領
域

に
携
わ
る

人
々
が
ひ
と
き
わ
関
心
を
寄
せ
る
テ
ー

マ
の

一
つ
に
、

「
記
憶
」

の
問

題
が
あ
る
。
中

で
も
人
間
社
会
が
織
り
成
す
歴
史
-

文
化
と

の
か
か

わ
り
に
お
い
て
、

「記
憶

」
研
究

は
重
要
な
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な

っ

て
き
た
。

そ
う
し
た
関
心
領
域
を
筆
者
は

「
記
憶
の
文
化
」

(国
凶〒

コ
o≡
p
αQ
鴇
島

震
)
と

よ
ん
で
い
る
。

「
記
憶

の
文
化
」
研
究

で
は
、
長
い
間

「
過
去
」
を

「占

有
」
し
て

き
た
既
存

の
政
治

史
中
心

の

「歴
史

学
」
の
領
域
を
超
え
て
人
類
学

や
文
化
史

や
社
会

学
な
ど
と
結
合
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー

マ
設
定
が

可
能
と

な
っ
て
い
る
。
実

際
、
た
と

え
ば
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

う
る
か
と
少
し
思

い
を
め
ぐ
ら
せ
た
だ
け
で
も
、
個
人
、
集

団
、
国
家

、

帝
国
、
民
族
、
ジ

ェ
ン
ダ
i
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
植

民
地
、
暴
力
、
戦
争

、

身

体
、
表
象

、
伝
統
、
言
語
、
教
育
、
シ
ン
ボ
ル
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

な
ど
、
今

日
さ
ま
ざ
ま
な
考
察

が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
だ

け
テ
ー

マ
が
多
岐

に
渡

る
と
、
そ

こ
に
普

遍
的
な
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
を
総
合
的

に

体
系
付

け
て
確
立
す

る
こ
と

は
難
し
い
が
、
少
な
く
と

も

「
集
合

的

記
憶
」
が
ひ
と
つ
の
重

要
な
キ
ー
概
念
で
あ
る
と
思
う
。

「
集
合
的
記
憶
」
と

は
、
個
人
の
記
憶

(伝

達
的
記
憶
)
も
文
化

的
記
憶

も
社
会

的
な

コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
制

約
さ
れ
、
そ

こ
に
再
構

成

さ
れ
る
と

い
う
理

論
に
基
づ

い
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
、
社
会
が
形

成
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
こ
に
帰
属

す
る
社
会

構
成
員

に
よ

っ
て
形

成
さ
れ
、
共
有

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
社

会
集
団
を
支
え

る

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

の
重

要
な
構

成
要
素
と
な
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ

う
。

二
〇
世

紀

の
歴
史

を
考
え

る
際

に
最

も
最

優
先

し
て

安
定
化

さ
れ
る
べ
き
社
会

の
シ
ェ
ー

マ
が
国

民
国
家
で
あ

っ
た
と
す
る

水
野
博
子

な
ら
ば
、
そ
れ
を
支

え
た
も

っ
と
も
重
要
な

「
集
合
的
記
憶
」
は

「
国

民
的
記
憶

」
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

そ
の
際
、

「
国
民
的
記
憶

」
が

ど
の
よ
う

に
形
成

さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ

の
枠

に
包

含

さ
れ
た
も

の

と
、
逆
に
排

除
さ
れ
た
も

の
は
何

か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
、
今

日
的

課
題
を
な
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
筆
者

は
、
日
本

で
は

一
般

に
音
楽

の
国
と
し
て
人
気

の

高
い
中
欧

の
小
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
現
代

史
を
研

究
し
て
い
る
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
は
、

一
九
三
八
年
三
月

に
ナ
チ
ス
ーー
ド
イ
ツ
に

「
併
合
」
さ

れ
た
経
験

を
持

つ
た
め
、
第

二
次
世

界
大
戦
後

は
ナ
チ
ス
ーー
ド
イ
ツ

に
よ

っ
て
侵
略

さ
れ
た

「
最
初

の
犠
牲

国
」

と
い
う
自

己
認
識
を
形

成
し
、

一
九
八
○
年
代

後
半
ま

で
そ
れ
を
維

持

・
強
化
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
認
識
は
多
く

の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民

に
も
共
有

さ
れ
、
国

内

の
安
定

に
は
欠
か
せ
な
い
重
要

な

「集

合
的
記
憶
」
と
な
っ
て
い
っ

た
。

し
か
し
現
実

に
は
、
非
常
に
多
く

の
人
々
が
ナ
チ
ス
ーー
ド
イ
ツ
の

=

部

」
と
な
る
こ
と

を
歓

迎
し
た
の
で
あ

っ
て
、

一
方

的
な

「
犠

牲
者
」

意

識
は
歴

史
的
事
実

と
は
食

い
違

っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ

ら
ず

「
犠
牲
者

」

と
い
う
理
解
が
戦
後

の
さ
ま
ざ
ま
な

コ
ン
テ
キ
ス

ト
に
あ

っ
て

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
」
の

「
集
合

的
記
憶
」
の
中
核
を

占

め
た
た
め
、
故
郷

を
追

わ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
系

ユ
ダ
ヤ
人
や
政

治
的
被
追

害
者
た
ち
の
記
憶
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ゆ
え

に

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
」
と
い
う

「
集
合
的
記
憶

」
に
も
そ
れ
ら
は

含

ま
れ
な
い
こ
と

と
な
っ
た

(写
真
①

)
。

一
九
八
○
年
代
後

半
以

降

さ
ま
ざ
ま
な
契
機

に
よ
っ
て

「
犠
牲

者
」
と
い
う

「
集
合
的
記
憶

」

が
批
判
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
・ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
危

機
と
い
わ
れ
る
状
況
に
陥

っ
た
の
も
当

然
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た

「
集
合

的
記
憶
」
が
ど
の
よ
う
に
形
成

さ
れ
た
の
か
を

探

る
具
体

的
な
題
材

と

し
て
、

し
ば
し
ば
記
念

碑
や
戦

没
者

の
追

悼
行
為

、
国
歌
、
国
旗
、
国
民
的
英
雄

な
ど
が
取

り
上
げ

ら
れ
る
。
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こ
れ
ら
す
べ
て
は
、

(
ナ
シ
ョ
ナ
ル
)
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
横
…成
す

る

重
要
な
要
素

(ま
た
は
そ
の
た
め
の

「
装
置
」
)
で
あ
り
、
記
憶
研

究

の
中
で
も

「
記
憶

の
場

(所
)
」
や
、

「
記
念
」
あ
る
い
は

「
コ
メ
モ
レ

イ
シ
ョ
ン
」
の
研
究
と
し
て
展

開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

た
と

え
ば
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
に
は
今

で
も
ほ
と
ん
ど

の
村
や
町

に

英

雄

(戦
没
者
)
記

念
碑
が
町

の
中

心
部
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら

の
多

く
は
、
第

一
次
世
界
大
戦

の
戦
没
者
を
追
悼
す
る
た
め
に
建

立

さ
れ
た
碑
に
、
第
二
次
世

界
大

戦
中
の
戦
没
者

の
追
悼

の
役
割

を
付

加

し
た
形
を
と

っ
て
い
る

(写
真
②

)
。

例
と
し
て
ザ

ル
ツ
ブ

ル
ク
の

市

営
墓
地

の

一
角

に
あ
る
英
雄

記
念

碑
を
見

る
と
、
そ

こ
に
は

「祖

国
の
た
め
に
死

ん
だ
す
べ
て
の
者
た
ち
を
追
啅

し
て
、

一
九

一
四
～

一
九

一
八
及
び

一
九
三
九
～

一
九
四
五
年

」
と
刻

ま
れ
て
い
る
。

こ

の
碑
が
現
代

の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
地
に
あ
る
以
上
、
こ
こ
に
あ
る

「祖

国
」
と
は

「
戦
没
者

」
に
と

っ
て
も
現
代
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
あ

っ
た

か
の
よ

う
な
印

象
を
受
け
る
。

し
か
し
実
際

に
は
、
二
つ
の
年

号
が

示
す
と
お
り
、
前
者

は
旧

ハ
プ

ス
ブ

ル
ク
帝
国

下
で
行

わ
れ
た
第

一

次

世
界
大
戦

で
あ

っ
た
し
、
他
方
、
後
者

は
第
二
次
世

界
大
戦
、
す

な
わ
ち
そ
れ
は

「
ド
イ
ツ
第

三
帝
国
」

を
守

る
た
め
の
戦
争

で
あ

っ

た
。
と
い
う
こ
と
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
長

い
間
自
国

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
拠
り
所
と
し
て
き
た

「犠

牲
者
」

と
い
う

「集

合
的
記
憶
」

と

は
す
ぐ
に
は
相
容
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に

一
九
五
〇
年
代
以
降
、
戦
没
者

の
死
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
た
め
で
あ

っ

た
も

の
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

残

念
な
が
ら
、
上
記

の
よ
う
な
状
況
に
い
た
る
特
殊
オ
ー
ス
ト
リ

ア
的
な
背
景

を
こ
こ
で
論

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
記
憶
研

究

に

携
わ

る
以
上
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
う
し
た

「
矛
盾

」
に
出
く
わ
す

た
め
、

そ
れ
を
理
解
す

る
べ
く
研
究

者
は
し
ば
し
ば

頭
を
悩
ま
せ
る

こ
と

に
な
る
。

重
要
な
の
は
し
か
し
、
そ
う
し
た
矛
盾

を
解
消
す
る

こ
と
で
な
く
、
な
ぜ
矛
盾

す
る
過
去

の
表
象
が
ひ
と

つ
の
社

会
集
団

に
お
い
て
成
立

可
能
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト

に
お
い
て
で
あ

り
、
そ

う
し
た
記
憶

の
主

体
は
誰
か
、
を
問
う

こ
と

に
あ
る
と
思

う
の
で
あ

る
。

そ
れ
は
換
言

す
れ
ば
、
あ
る
ひ
と

つ
の

記
憶
を
共
有

で
き
な
い
も
の
は
そ
の
集
団
か
ら

「
排
除
」

さ
れ
、
そ

の
集

団
に
と

っ
て

「他

者
」

を
形
成
す
る
と
い
う

こ
と
を
ど
の
よ
う

に
考

え
る
べ
き

か
を
私
た
ち

一
人

ひ
と
り
が
問
う

こ
と
で
も

あ
る
だ

ろ
う
。

総
じ
て
記
憶

研
究
は
、

「
歴
史

に
真
実
も
事
実
も
な
く
複
数

の
物

語
が
あ

る
だ
け
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
な
な
げ
や
り
な
結
論

に
行

き

着
く

こ
と
な
し
に
、
複
数

の

「
集

合
的
記
憶

」

を
認
め
る
こ
と
が
、

結
局

は
自
己
が
帰
属
す
る
集

団
が
自

明

の
も

の
と
し
て
伝
達
し
て
い

く
記
憶
1

そ
し
て
そ
れ
は
多
分

に
無
自
覚
的

に

「文

化
」
と
し
て
染

み
付

い
て
い
る
場
合
が
あ
る
ー

を
疑

っ
て
み
る
こ
と

と
表
裏

一
体

の

関
係

に
あ

る
こ
と
を
自

覚
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う

に
思

う
の
で
あ

る
。

そ
こ
に
こ
そ
記
憶
研
究

の
魅
力

が
あ
る
と

同
時
に
、
広

く
社
会
を
写

し
出

す
人
文
学

に
お
い
て
も

一
考

に
値
す
る
問
題
群
が
提
出

さ
れ
て

い
る
ゆ
え
ん
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上/オ ーストリア・アイゼンシュタット市のユダヤ人墓地(写真①)

下/同 市 ・戦没者記念碑の一角(写真②)

水 野 博 子(み ずの ・ひろこ)

1970年3月 生まれ。2000年 グラーツ大学にて博士号(PhD.一 歴史学)を 取得。大阪

大学言語文化部講師を経て、2004年 同助教授に就任見込み。 主な業績として、℃ie

L舅derkonferenzenvon1945unddieNS-Frag駟n:Zeitgeschichte(Wien

20011Jg.za,H.5..「 戦後初期オーストリアにおける「アムネスティー(恩 赦 ・忘却)政

策」の展開」『東欧史研究j(第za号 、2002年3月 〉など。
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「

▼

、

編 集 後記 、

ニューズレター第3号 も、執 筆 者の皆 様 に力 のこもった原稿 をい

ただ き、 読み応 えのある一冊 になったと思 います/マ ンガ対談 をマ

ンガ仕立 てにして しまったメディア ・スタッフ、西 田さんの力業 には、

対談 者二 人 してア然、 そしてマイッタ1/COEプ ログラムの中間評

価を控 え、活 動記録 としての側面 にも力を入れました/研 究スタッ

フの息 もぴった りそろい、 「インターフェイスの人文 学」 はいよいよ

3年 目、第二 の船出へ。(金 水)
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