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保存修理が完了した野中古墳出土甲冑群
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大
阪
大
学
（
文
学
研
究
科
）
所
蔵
の
野
中
古
墳
出
土
品
が
、

昨
年
九
月
四
日
付
け
で
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
多
く
の
皆
さ
ん
に
と
り
ま
し
て
、
野
中
古
墳
は
、
お
そ

ら
く
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
遺
跡
か
と
思
い
ま
す
が
、
考
古

学
の
世
界
で
は
非
常
に
有
名
な
古
墳
で
す
。

　

こ
の
野
中
古
墳
は
、
大
阪
府
藤
井
寺
市
に
所
在
し
、
現
在

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
入
り
を
目
指
し
て
い
る
「
百
舌

鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
構
成
リ
ス
ト
に
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

時
代
と
し
て
は
、
巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
大
阪
で
次
々
に
築

造
さ
れ
た
、
古
墳
時
代
中
期
（
五
世
紀
）
の
古
墳
で
す
。

　

こ
の
古
墳
は
、
一
九
六
四
年
に
大
阪
大
学
文
学
部
国
史
研

究
室
（
現
在
の
日
本
史
な
ら
び
に
考
古
学
研
究
室
の
前
身
）

に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
一
辺
三
七
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
方
墳
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
発
掘
を
行
っ
た
結
果
、
十
一
領
の
鉄

製
の
甲
冑
（
よ
ろ
い
・
か
ぶ
と
）
を
は
じ
め
と
し
て
大
量
の

遺
物
が
出
土
し
、
一
躍
注
目
を
浴
び
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
野
中
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
製
品
は
土
中
で
錆

が
進
行
し
、
持
ち
上
げ
る
こ
と
さ
え
、
ま
ま
な
ら
な
い
よ
う

な
状
況
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
慎
重
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
貴

重
な
発
掘
品
の
多
く
も
、
し
ば
ら
く
木
箱
な
ど
に
納
め
た
ま

ま
に
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
こ
の
数
年
前
よ
り
、
文
化
庁
を
は
じ

め
と
す
る
多
く
の
補
助
金
な
ど
を
も
と
に
、
漸
く
に
し
て
鉄

　

今
日
、
大
学
を
取
り
巻
く
社
会
の
動
向
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
し

て
い
ま
す
。
運
営
費
交
付
金
の
削
減
等
、
財
政
面
で
の
締
め
付
け
は
も

ち
ろ
ん
と
し
て
、
特
に
人
文
系
・
教
育
系
の
部
局
に
対
し
て
は
文
科
省

が
直
接
、
定
員
削
減
を
含
む
再
編
成
を
示
唆
す
る
な
ど
、
理
工
系
重
視
、

人
文
・
社
会
・
教
育
系
縮
小
の
方
針
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、「
理
工
系
の
成
果
は
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
が
、

人
文
・
社
会
系
は
経
済
活
動
に
直
結
し
な
い
」「
学
生
に
は
、
無
用
の

学
問
を
さ
せ
る
よ
り
、
実
務
的
な
職
業
訓
練
に
力
を
入
れ
る
べ
き
」
な

ど
の
、
人
文
・
社
会
系
に
対
す
る
社
会
（
特
に
産
業
界
）
の
無
理
解
、

誤
解
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

文
学
部
・
文
学
研
究
会
同
窓
会
の
皆
様
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
文
・

社
会
系
無
用
論
」
と
言
う
べ
き
言
説
が
い
か
に
浅
薄
で
無
意
味
な
も
の

で
あ
る
か
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
二
〇
一
五

年
、
文
学
部
で
行
っ
た
外
部
評
価
で
も
、
文
学
部
卒
業
生
を
受
け
入
れ

た
企
業
の
皆
様
は
口
を
そ
ろ
え
て
「
文
学
部
出
身
の
学
生
は
物
事
を
深

く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」「
文
章
力
が
あ
る
」
な
ど
、
高
い
評
価
を

効
か
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
同
窓
会
の
み
な
さ
ま
に
は
、
日
頃
「
教

育
ゆ
め
基
金
」
を
初
め
、
文
学
部
・
文
学
研
究
科
の
教
育
・
研
究
に
対

し
有
形
無
形
の
ご
支
援
を
賜
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ぜ
ひ
と
も
皆

様
の
生
の
「
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
大

変
あ
り
が
た
い
で
す
。「
文
学
部
・
文
学
研
究
科
の
学
び
は
こ
ん
な
と

こ
ろ
で
役
に
立
っ
て
い
る
」「
文
学
部
・
文
学
研
究
科
を
出
た
お
か
げ

で
こ
ん
な
よ
い
こ
と
が
あ
っ
た
」
等
々
、
皆
様
の
体
験
や
ご
意
見
を
、

お
手
紙
、
メ
ー
ル
、
な
ん
で
も
結
構
で
す
の
で
、
同
窓
会
事
務
局
ま
で

お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。
み
な
さ
ま
の
力
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

文
学
部
・
文
学
研
究
科
に
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
！

�

次
期
文
学
研
究
科
長
　
金
水
　
敏

製
品
の
保
存
修
復
の
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
と
り
わ
け
甲
冑
類
に
関
し
て
は
、
十
一
領
す
べ
て

の
保
存
処
理
を
完
了
し
、
み
な
さ
ん
に
も
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
る
形
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
お
披
露
目
が
、
二
〇
一
四
年
の
二
・
三
月
に
大
阪
大
学

総
合
学
術
博
物
館
で
開
催
し
ま
し
た
「
野
中
古
墳
と
「
倭
の
五

王
」
の
時
代
」
の
展
覧
会
で
す
。
そ
れ
を
機
に
、
重
文
の
指
定

へ
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

重
要
文
化
財
に
は
、
野
中
古
墳
出
土
品
の
う
ち
、
主
要
な
二

九
一
点
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
附
属
資
料
を
含
め
る
と
さ
ら
に

大
量
に
な
り
ま
す
。
そ
の
指
定
に
至
る
ま
で
に
は
、
大
学
の
学

生
さ
ん
な
ど
と
と
も
に
、
一
つ
一
つ
の
点
検
や
計
測
・
写
真
撮

影
な
ど
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
が
あ
り
ま
し
た
。
関
係

の
卒
業
・
修
了
生
、
在
校
生
な
ど
の
ご
協
力
に
、
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

野
中
古
墳
出
土
品
は
、
重
要
文
化
財
の
指
定
前
後
に
も
、
随

時
、
展
示
な
ど
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
収
蔵
庫
に

納
め
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
常
時
、

博
物
館
の
展
示
室
な
ど
で
み
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
阪
大
に
来
ら
れ
た
方
が
、
い
つ
で
も
目
に
す
る
こ
と
の
で

き
る
環
境
を
願
っ
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
野
中
古
墳
出
土

略歴

1956年生まれ。東京大学大学院
人文・社会系研究科修士課程修了。
博士（文学）取得。専門は国語学。
1997年文学部に着任。主要な著
書として『ヴァーチャル日本語　
役割語の謎』（岩波書店、2003年）、

『日本語存在表現の歴史』（ひつじ
書房、2006年）、『コレモ日本語
アルカ？　異人のことばが生まれる
とき』（岩波書店、2014年）、『〈役割
語〉小辞典』（研究社、2014年）他。

略歴

国立歴史民俗博物館、奈良国
立博物館を経て、2002年より
大阪大学文学研究科に赴任、
2015年に同教授。専門は、考
古学（飛鳥〜平安時代）。

特
集
重
要
文
化
財
・
野
中
古
墳
出
土
品
！

野
中
古
墳
出
土
品
が
文
学
研
究
科
と
し
て
は
初
め
て
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
（
大
阪
大
学
と
し
て
は
、
適
塾
（
旧
緒
方
洪
庵
住
宅
）
に
つ
い
で
２
件
目
）。

こ
れ
を
記
念
し
て
、
今
回
特
集
を
組
み
、
ご
関
係
の
み
な
さ
ん
に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

野
中
古
墳
出
土
品
の
重
要
文
化
財
指
定

�

高
橋
　
照
彦

品
が
末
永
く
保

存
活
用
さ
れ
て

い
く
た
め
に
、

今
後
と
も
ご
支

援
ご
協
力
の
ほ

ど
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
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大
阪
府
藤
井
寺
市
野
中
古
墳
の
甲
冑
や
武

器
を
始
め
と
す
る
出
土
品
が
、二
〇
一
五
年
、

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
私
が
こ

れ
ら
を
初
め
て
見
た
の
は
、
今
か
ら
三
〇
年

以
上
前
で
、
一
五
〇
〇
年
前
の
甲
冑
な
の
に

精
巧
に
作
ら
れ
て
い
る
技
術
に
驚
い
た
事
、

何
故
か
赤
い
ペ
ン
キ
が
付
い
て
い
て
、
指
導

教
官
の
都
出
比
呂
志
先
生
か
ら
学
生
運
動
の

際
に
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
聞
い
た
事
、
こ

の
二
つ
が
印
象
的
で
し
た
。

　

私
は
文
化
庁
で
野
中
古
墳
現
地
の
史
跡
指

定
を
担
当
し
、
出
土
鉄
器
の
保
存
処
理
事
業

に
も
関
わ
り
ま
し
た
。
遺
跡
と
遺
物
の
両
方

の
保
存
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
今
回
の

指
定
は
公
私
に
わ
た
る
二
重
の
喜
び
で
す
。

重
要
文
化
財
と
は
、
考
古
資
料
等
有
形
文
化

財
の
う
ち
歴
史
上
・
学
術
上
価
値
の
高
い
も

の
の
こ
と
で
す
。
大
阪
大
学
は
、
美
術
工
芸

品
と
し
て
は
初
め
て
そ
れ
を
所
有
す
る
事
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

で
は
、
私
の
立
場
か
ら
、
今
後
に
期
待
し

た
い
事
を
申
し
ま
す
。
現
在
、文
化
庁
で
は
、

文
化
財
を
保
存
す
る
事
は
も
ち
ろ
ん
、
活
用

に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
指
定
品
は
大
阪

大
学
総
合
学
術
博
物
館
で
、
当
面
、
通
常
は

収
蔵
庫
に
保
管
さ
れ
、
何
か
の
折
に
公
開
す

る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
初
め
て
の
指
定
品

で
す
。
国
民
及
び
大
阪
大
学
の
学
生
・
教
職

員
の
方
が
、
見
た
い
時
に
は
い
つ
で
も
見
る

こ
と
の
で
き
る
常
設
展
示
の
場
を
作
っ
て
い

た
だ
き
た
い
で
す
。

　

ま
た
、
重
要
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
が
、

大
阪
大
学
に
と
っ
て
は
貴
重
な
研
究
資
料
で

す
。
こ
れ
を
機
に
、
自
然
科
学
的
手
法
を
使

う
な
ど
学
部
を
越
え
た
学
際
的
な
研
究
に
よ

り
、
古
墳
時
代
の
武
器
武
具
研
究
に
新
た
な

風
を
吹
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
大
阪
大
学
な
ら
で
は
の
保
存
・
活

用
、
調
査
・
研
究
に
つ
い
て
、
オ
ン
リ
ー
ワ

ン
の
取
組
を
期
待
し
ま
す
。

　

文
化
財
は
国
や
地
域
の
歴
史
・
文
化
を
語

る
生
き
証
人
で
す
。
鉄
器
な
の
で
錆
び
て
い

ま
す
が
、
一
五
〇
〇
年
前
は
当
時
の
最
先
端

技
術
で
作
ら
れ
た
武
器
武
具
で
す
。
そ
う
し

た
素
晴
ら
し
い
モ
ノ
が
大
阪
大
学
に
あ
る
こ

と
を
、
文
学
部
卒
業
の
皆
さ
ま
に
も
、
是
非
、

見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

二
〇
一
五
年
の
夏
の
暑
さ
が
和
ら
ぎ
は
じ

め
た
九
月
の
は
じ
め
、
野
中
古
墳
の
出
土
品

が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
と
の
知

ら
せ
が
研
究
室
か
ら
届
い
た
。
日
本
最
大
規

模
を
誇
る
巨
大
古
墳
群
、
百
舌
鳥
古
墳
群
の

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
古
墳
に
囲
ま
れ
た
堺
市
博

物
館
で
四
月
か
ら
勤
務
し
は
じ
め
た
私
に

は
、
と
て
も
思
い
出
深
い
考
古
資
料
だ
。

　

私
が
学
部
四
年
生
や
大
学
院
生
と
し
て
考

古
学
研
究
室
に
在
籍
し
た
二
〇
一
一
年
か
ら

二
〇
一
三
年
度
は
、
野
中
古
墳
出
土
品
の
保

存
処
理
や
活
用
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

国
の
重
要
文
化
財
指
定
に
向
け
て
の
作
業
が

な
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
市
民
向
け

の
小
冊
子
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
、
博
物

館
で
の
展
示
作
業
や
、
指
定
に
向
け
て
の
リ

ス
ト
作
り
と
、本
当
に
様
々
な
経
験
を
し
た
。

　

最
新
の
研
究
成
果
を
追
い
か
け
な
が
ら
、

「
古
墳
と
は
何
な
の
か
」
市
民
の
方
に
簡
単

に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
工
夫
を
す
る
。
先

生
や
先
輩
に
教
わ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
し
、

同
級
生
や
後
輩
た
ち
と
は
、
古
墳
の
年
代
や

出
土
品
一
点
一
点
の
系
譜
や
意
義
に
つ
い
て

朝
か
ら
晩
ま
で
議
論
し
た
。
ペ
ナ
ン
ト
レ
ー

ス
を
戦
う
よ
う
な
大
学
院
生
活
だ
っ
た
が
、

考
古
学
が
好
き
で
学
び
は
じ
め
た
わ
た
し
に

と
っ
て
、
阪
大
で
の
野
中
古
墳
の
講
演
会
に

会
場
が
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
に
聴
講
者
が
押
し
寄

せ
た
時
は
、
自
分
が
選
ん
だ
学
問
に
誇
り
を

感
じ
た
。

　

わ
た
し
が
勤
め
て
い
る
堺
市
に
は
、
市
民

運
動
に
よ
り
寸
前
で
破
壊
を
免
れ
た
い
た
す

け
古
墳
が
あ
る
。
先
人
が
残
し
た
貴
重
な
資

料
や
記
録
を
残
し
て
次
に
伝
え
、
新
た
な
技

術
や
知
識
で
研
究
を
深
め
て
い
く
こ
と
の
大

切
さ
を
学
ん
だ
大
学
時
代
。
そ
の
時
の
経
験

や
思
い
が
、
現
在
の
、
子
供
た
ち
や
地
域
の

方
に
地
元
に
残
る
文
化
財
の
素
晴
ら
し
さ
を

伝
え
た
い
と
い
う
今
の
仕
事
に
繋
が
っ
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
原
点
を
忘
れ
ず
に
い

た
い
と
思
う
。

略歴
2014年、文学研究科文化形態論専攻博士前期課程修
了。甲賀市教育委員会を経て、2015年より堺市博物館
学芸員として、百舌鳥古墳群をはじめとした同市の文
化財の調査研究と発信の最前線に立っている。

略歴
1982年、文学部史学科卒業。大
阪府教育委員会、大阪府立弥生
文化博物館を経て、文化庁記念
物課文化財調査官に就任。2009
年より、同主任文化財調査官と
して、日本の埋蔵文化財保護行
政の中心的役割を担う。

野
中
古
墳
出
土
品
に
期
待
す
る
こ
と

�

禰
冝
田
　
佳
男
（
ね
ぎ
た
よ
し
お
）

野
中
古
墳
で
の
経
験
を
糧
に
し
て

�

橘
　
泉
（
た
ち
ば
な
い
ず
み
）
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課
。
地
方
公
務
員
法
を
礎
と
し
た
諸
々
の
条
例
規
則
に
囲
ま
れ

て
呻
吟
す
る
日
々
の
業
務
の
う
ち
に
、
新
卒
の
職
員
が
つ
く
べ

き
部
署
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
何
度
も
感

じ
、
ま
た
、
直
接
的
な
市
民
サ
ー
ビ
ス
か
ら
遠
く
離
れ
た
管
理

部
門
で
の
仕
事
に
勤
務
当
初
は
た
だ
た
だ
戸
惑
う
ば
か
り
で
し

た
。

　

そ
れ
で
も
、
な
ん
と
か
仕
事
が
軌
道
に
乗
り
始
め
る
と
、
当

初
の
私
の
見
立
て
通
り
「
面
白
い
こ
と
が
で
き
る
」
職
場
な
の

だ
と
気
付
き
ま
し
た
。
あ
る
時
期
か
ら
採
用
担
当
と
し
て
の
仕

事
の
大
部
分
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
面
接
を
は
じ
め
と
し
た
採

用
試
験
の
業
務
管
理
は
も
ち
ろ
ん
、
市
政
の
核
と
な
る
通
年
の

人
事
・
採
用
計
画
に
も
関
わ
り
、
ま
た
、
新
し
い
人
材
の
確
保

を
ね
ら
っ
た
人
物
重
視
型
採
用
試
験
の
導
入
や
、
市
の
魅
力
を

体
感
し
て
も
ら
う
屋
外
型
採
用
試
験
説
明
会
の
開
催
な
ど
、
若

手
な
が
ら
主
体
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
提
案
を
行
い
、
実
践

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
入
庁
三
年
目
で
す
が
、
人
口
一
〇
万
人
、
一
般
会
計
職

員
数
六
〇
〇
人
程
度
の
小
さ
な
自
治
体
だ
か
ら
こ
そ
、
職
員
ひ

と
り
ひ
と
り
に
与
え
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
多
く
、
大
き
い
と
感

じ
ま
す
。
た
だ
し
、
単
な
る
思
い
付
き
で
な
く
、
確
か
な
目
的

と
根
拠
を
も
っ
て
行
動
す
る
責
任
も
要
求
さ
れ
ま
す
。
学
ぶ
こ

と
が
多
く
、
何
事
に
も
思
案
す
る
毎
日
を
過
ご
す
な
か
、
勉
強

と
発
見
の
連
続
だ
っ
た
学
部
時
代
の
経
験
は
、
一
見
仕
事
と
関

わ
り
な
く
思
え
る
も
、
確
か
に
私
の
人
間
力
と
な
っ
て
支
え
て

く
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
熱
意
を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
様
々
な

部
署
を
経
験
し
、
能
動
的
に
市
政
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

私
が
担
当
す
る
仕
事
も
ほ
と
ん
ど
海
外
関
係
の
仕
事
で
す
。
在

学
中
は
、
自
分
が
海
外
出
張
す
る
な
ど
思
い
も
よ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
昨
年
は
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
に
伴
っ
て
、
二
か
月
ア
メ

リ
カ
に
滞
在
し
ま
し
た
。
大
学
時
代
、
英
語
が
嫌
い
だ
か
ら
日

本
史
を
選
ん
だ
の
に
（
笑
）、
な
ぜ
私
が
海
外
で
仕
事
を
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
︙
︙
未
だ
に
疑
問
な
の
で
す
が
、
贅
沢

ば
か
り
言
っ
て
も
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
人
生
と
は
わ
か
ら
な
い
も

の
だ
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。

　

日
本
と
海
外
で
の
仕
事
の
違
い
は
、
想
像
し
た
ほ
ど
に
は
感

じ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
顔
を
合
わ
せ
て
話
す
こ
と
の
重
要
性
は

ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
ま
す
。
電
話
や
メ
ー
ル
で
も
仕
事
は
で

き
る
の
で
す
が
、
や
は
り
重
要
な
部
分
は
皆
で
集
ま
っ
て
話
し

合
う
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
て

い
ま
す
。
ど
ん
な
に
技
術
が
進
ん
で
も
、
出
張
は
な
く
な
ら
な

い
と
い
う
暗
澹
た
る
思
い
と
、
や
は
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
大
事
だ
と
い
う
安
堵
の
思
い
が
交
錯
し
て
い
ま
す
。

　

池
田
市
役
所
へ
の
入
庁
を
決
め
た
の
は
、
私
自
身
が
四
年
間

の
大
学
生
活
の
拠
点
と
し
て
市
に
深
い
愛
着
を
感
じ
て
い
た
こ

と
に
加
え
て
、
進
展
さ
れ
る
地
方
分
権
の
そ
の
先
、
住
民
自
治

の
ひ
と
つ
の
形
と
し
て
「
地
域
分
権
」
を
い
ち
早
く
提
唱
し
、

取
り
組
ん
で
い
る
こ
の
自
治
体
な
ら
ば
、
他
に
は
な
い
形
の
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
わ
れ
る
、
フ
ラ
ン
ク
に
言
い
換
え
れ

ば
、
こ
の
役
所
な
ら
面
白
い
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
い
う

興
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
採
用
さ
れ
て
い
き
な
り
配
属
さ
れ
た
の
は
、
人
事

自
治
体
の
職
員
と
し
て

�

小
松
　
健
太

　

私
が
、
大
阪
大
学
文
学
日
本
史
学
専
修
を
卒
業
し
た
の
は
、

二
〇
一
二
年
。
社
会
人
と
し
て
は
四
年
目
の
ま
だ
ま
だ
ひ
よ
っ

こ
で
す
。

　

在
学
中
は
、
公
務
員
や
教
員
の
道
も
考
え
ま
し
た
が
、
周
り

と
違
う
こ
と
が
し
て
み
た
く
な
り
株
式
会
社
ク
ラ
レ
に
就
職
し

ま
し
た
。
弊
社
は
大
原
総
一
郎
と
い
う
社
会
活
動
家
が
作
っ
た

会
社
。
日
本
史
を
学
ん
で
き
た
身
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
会
社

か
興
味
も
あ
り
ま
し
た
。
当
然
営
業
を
や
る
の
だ
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
ふ
た
を
開
け
て
み
る
と
配
属
は
Ｉ
Ｔ
を
担
当
す

る
部
署
（
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
）
で
し
た
。
古
文
書
か
ら
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
へ
の
転
身
を
遂
げ
ま
し
た
。
あ
ま
り
の
世

界
観
の
違
い
に
違
和
感
を
覚
え
る
暇
も
な
く
、
な
ん
と
か
今
ま

で
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

レ
イ
ヨ
ン
メ
ー
カ
ー
（
旧
社
名
は
倉
敷
レ
イ
ヨ
ン
）
と
し
て

ス
タ
ー
ト
し
た
弊
社
で
す
が
、
レ
イ
ヨ
ン
の
生
産
は
す
で
に
終

了
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
最
近
は
海
外
で
の
売
上
が
過
半
と

な
る
な
ど
、昔
と
は
様
変
わ
り
し
ま
し
た
。
そ
の
影
響
も
あ
り
、

古
文
書
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
へ

�

鈴
木
（
福
山
）　
奈
穂

同
窓
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
比
較
的
若
い
同
窓
生
の
お
ふ
た
り
か
ら
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

鈴木（福山）奈穂（すずき（ふくやま） なお）
2008年4月　大阪大学文学部　入学
2012年3月　大阪大学文学部日本史
学専修卒業、同4月、株式会社クラ
レに就職、現在に至る。

小松健太（こまつ　けんた）
2009年4月大阪大学文学部に入学、
2013年3月同卒業（比較文学専修）
後、同年4月より池田市役所入庁、
市長公室人事課配属。

卒論発表会にて
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ラ
イ
ア
ン
・
ジ
ョ
セ
フ
さ
ん
が
文
学
研
究
科
に
お
い
て
初
と
な

る
育
志
賞
受
賞
の
快
挙
を
果
た
し
ま
し
た
。
受
賞
の
言
葉
を
掲

載
し
ま
す
。

　

こ
の
た
び
第
６
回
日
本
学
術
振
興
会
育
志
賞
を
受
賞
い
た
し

ま
し
た
ラ
イ
ア
ン
・
ジ
ョ
セ
フ
と
申
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
ミ
ネ
ソ
タ
州
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
は
、
中
学
生
の
頃
か
ら
日

本
の
古
代
史
に
関
心
を
持
ち
、
将
来
は
日
本
考
古
学
を
学
び
た

い
と
い
う
希
望
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
日

本
語
の
習
得
が
必
要
と
考
え
、
学
部
課
程
は
ハ
ワ
イ
大
学
日
本

語
学
科
で
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
卒
業
後
の
二
〇
一
二
年

の
春
に
在
ホ
ノ
ル
ル
日
本
国
総
領
事
館
の
推
薦
で
、
念
願
だ
っ

た
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
に
国
費
留
学
生
と
し
て
入
学
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

入
学
後
は
、
考
古
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
や
資
料
研
究
の
方

法
を
本
格
的
に
学
び
、
現
在
は
、
古
代
遺
跡
の
多
い
関
西
の
地

の
利
も
い
か
し
て
、
①
ヤ
マ
ト
政
権
成
立
過
程
に
お
け
る
鉄
製

武
器
の
生
産
と
流
通
の
実
態
解
明
、
②
人
類
史
に
お
け
る
戦
争

と
国
家
形
成
に
関
す
る
理
論
的
検
討
、
そ
し
て
③
比
較
考
古
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
日
本
古
代
国
家
形
成
過
程
の
特
質
の
解

明
、
を
主
な
課
題
と
し
て
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
受
賞
は
、
考
古
学
研
究
室
の
先
生
方
の
日
々
の
ご
指

導
、
同
輩
・
後
輩
、
O
B
・
O
G
の
方
々
と
の
刺
激
的
な
議
論

な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
ご
推
薦
を
い

祝
・
文
学
研
究
科
大
学
院
生
ラ
イ
ア
ン
・
ジ
ョ
セ
フ
さ
ん
が 

第
６
回
日
本
学
術
振
興
会
育
志
賞
受
賞
！

た
だ
く
に
際
し
て
は
、
文
学
研
究
科
や
大
学
本
部
の
先
生
や
事

務
の
方
々
に
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
家
族

の
日
頃
の
支
え
に
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
受
賞
は
、
私
の
研
究

実
績
へ
の
評
価
と
い
う
よ
り
、
将
来
の
可
能
性
に
対
し
て
叱
咤

激
励
を
い
た
だ
い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
肝
に

銘
じ
て
、
よ
り
一
層
研
究
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

待
兼
山
俳
句
会
の
歴
史
は
古
く
、
旧
制
浪
速
高
等
学
校
同
窓

会
の
浪
高
俳
句
教
室
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
年
月
を
経
て
旧
制
高

校
の
卒
業
生
が
高
齢
に
な
ら
れ
た
た
め
、
平
成
十
三
年
に
大
阪

大
学
関
係
者
及
び
そ
の
家
族
に
会
員
を
拡
大
し
、
会
の
名
も
待

兼
山
俳
句
会
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
、
旧
制
浪
高
の
豊
中

市
待
兼
山
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
校
舎
が
阪
大
の
一
部
と
し
て
使
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
縁
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

現
在
会
員
は
約
三
十
名
、
そ
の
内
遠
方
の
方
や
お
身
体
の
悪

い
方
は
投
句
を
さ
れ
て
お
り
、
例
会
出
席
者
は
二
十
名
前
後
で

す
。
文
系
の
人
も
理
系
の
人
も
あ
り
、
経
歴
は
様
々
で
す
。
例

会
は
毎
月
第
三
月
曜
日
に
大
阪
地
下
鉄
淀
屋
橋
よ
り
五
分
の
大

阪
倶
楽
部
と
い
う
由
緒
あ
る
ビ
ル
の
一
室
で
開
催
し
て
い
ま

す
。
投
句
の
締
め
切
り
は
三
時
で
す
が
、
二
時
頃
か
ら
次
々
と

会
場
に
集
ま
り
、
前
月
例
会
に
出
さ
れ
た
四
つ
の
兼
題
で
作
っ

て
来
た
句
を
推
敲
し
た
り
、
当
日
卓
上
に
活
け
ら
れ
た
季
節
の

花
を
題
材
に
句
を
詠
ん
だ
り
し
ま
す
。
和
や
か
な
中
に
こ
れ
か

ら
始
ま
る
句
会
へ
の
緊
張
感
も
あ
る
静
か
な
ひ
と
時
で
す
。
多

作
多
捨
と
い
う
虚
子
の
方
針
に
倣
い
、
出
句
は
他
句
会
よ
り
多

い
十
句
で
す
。（
但
し
新
人
は
こ
の
限
り
に
非
ず
）
句
会
は
二

時
間
余
り
で
、
ま
ず
全
員
が
選
句
を
し
、
最
後
に
選
者
の
選
が

読
み
上
げ
ら
れ
ま
す
。
現
在
選
者
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
同
人
の

お
二
人
で
す
。

　

梟
は
風
の
隙
間
を
埋
め
て
鳴
く�

あ
や　
（
昭
三
四
・
文
）

　

木
の
洞
を
出
で
て
梟
月
に
鳴
く

�

浩
一
郎
（
旧
制
浪
高
・
京
大
）

（
十
二
月
例
会
に
て
）

待
兼
山
俳
句
会
へ
の
お
誘
い

　

年
に
四
回
、
日
曜
日
に
近
郊
へ
吟
行
に
出
掛
け
て
い
ま
す
。

ま
た
昨
秋
に
は
一
人
三
十
句
の
合
同
句
集
第
三
集
を
出
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
一
昨
年
よ
り
阪
大
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
依
頼
を
受
け
、
学
生
さ
ん
た
ち
と
も
句
会

を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
時
に
は
学
生
さ
ん
も
例
会
に
参
加
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
句
会
に
新
風
を
吹
き
込
ん
で
下
さ
っ
て
い
ま

す
。

　

中
庭
の
守
衛
の
や
う
な
秋
の
蝶　
　

花
帆

　

凩
に
負
け
じ
と
歩
く
就
活
生　
　
　

望

　

自
分
の
感
動
や
思
い
を
五
七
五
と
い
う
短
い
形
式
に
よ
っ
て

表
現
す
る
の
が
俳
句
で
す
。
思
わ
ず
ほ
っ
と
真
情
を
漏
ら
し
た

時
い
い
句
が
出
来
る
の
で
す
が
、
往
々
に
し
て
自
分
だ
け
し
か

理
解
出
来
な
い
一
人
よ
が
り
の
句
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
句

会
で
他
の
人
々
の
目
に
触
れ
て
初
め
て
自
分
の
感
動
が
皆
に
伝

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
題
材
を
他

の
人
が
全
く
別
の
角
度
か
ら
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
に
句
会
で
は
選
者
を
は
じ
め
、
句
歴
何
十
年
と
い
う

人
々
と
、
全
く
の
初
心
者
が
、
い
わ
ば
同
じ
土
俵
で
勝
負
を
し

ま
す
。
そ
し
て
新
鮮
な
視
点
や
切
り
口
に
よ
っ
て
新
し
い
人
の

句
が
成
功
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
誰
も
が
秀
句
を
生
む
可
能

性
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

ど
う
ぞ
俳
句
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
是
非
一
度
ご
見
学
に

お
出
で
下
さ
い
。
会
員

一
同
心
よ
り
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。
例
会
出

席
が
ご
無
理
な
方
は
、

投
句
し
て
下
さ
れ
ば

結
果
を
載
せ
た
会
報

を
お
送
り
致
し
ま
す
。

H
P
も
ご
覧
下
さ
い
。

待
兼
山
俳
句
会
代
表　

山
戸
暁
子
（
昭
三
四

文
・
三
六
修
）

svka10950@
zeus.

eonet.ne.jp　

072-
241-6977

ライアン・ジョセフ（RYAN, Joseph）
日本政府国費外国人留学生として、
2012年4月に文学研究科に入学。
現在博士後期課程１年に在学中。専
門は考古学。大阪府・堺市・藤井寺
市・羽曳野市でつくる「百舌鳥・古
市古墳群世界文化遺産登録有識者
会議」の特任専門委員としても活躍
している。
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待
兼
山
の
生
活
が
終
わ
る
。
こ
の
時
に
際
し
て
、
待
兼
山
に
猪
が
出

た
と
い
う
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
猪
を
捕
獲
す
る
の
だ
と
い
う

知
ら
せ
も
。
そ
こ
で
思
い
出
し
た
の
だ
が
、
猿
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

ま
だ
、
坂
が
小
奇
麗
に
さ
れ
る
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。
と
あ
る

秋
の
夕
暮
れ
、
私
と
三
、
四
人
、
一
緒
に
坂
を
下
っ
て
い
っ
た
。
当
時

は
、
坂
の
右
側
に
塀
が
長
く
連
な
っ
て
い
た
。
塀
の
途
切
れ
る
あ
た
り

の
上
に
、
猿
が
い
た
。
そ
れ
も
か
な
り
大
き
く
太
っ
た
猿
で
あ
っ
た
。

少
し
は
驚
い
て
、
猿
を
や
や
見
上
げ
た
。
猿
は
悠
然
と
し
て
、
塀
を
降

り
て
、
藪
の
な
か
へ
と
消
え
て
い
っ
た
。
待
兼
山
に
猿
は
棲
息
し
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
箕
面
の
山
か
ら
降
り
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
か

つ
て
の
ボ
ス
猿
が
追
わ
れ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
な
ど
と
、
居
酒
屋
で
は

憶
測
の
猿
談
義
で
盛
り
上
が
っ
た
。
こ
の
後
、
猿
は
姿
を
現
わ
さ
ず
、

見
て
い
な
い
。

　

日
本
学
で
は
、
四
月
の
新
入
生
ガ
イ
ダ
ン
ス
後
、
日
本
学
棟
前
で
、

花
見
の
宴
を
催
し
て
い
る
。
隣
で
は
、
福
永
さ
ん
の
考
古
学
研
究
室
が

日
本
学
よ
り
も
豪
勢
に
花
見
を
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
「
年
年
歳
歳�

花
相
似
た
り
／
歳
歳
年
年�

人
同
じ
か
ら
ず
」と
い
う
心
境
に
な
る
。「
況

ん
や
是
れ
青
春�

日
将
に
暮
れ
ん
と
し
／
桃
花
乱
れ
落
ち
て
紅
雨
の
如

し
／
君
に
勧
む�

終
日�

酩
酊
し
て
酔
え
／
酒
は
劉
伶
の
墳
上
の
土
に
到

ら
ず
」（
李
賀
「
将
進
酒
」
川
合
康
三
訳
）
と
い
う
風
だ
っ
た
私
だ
が
、

よ
き
学
生
・
同
僚
に
恵
ま
れ
た
と
、
今
さ
ら
な
が
ら
に
思
い
、
感
謝
に

絶
え
な
い
。

　

二
〇
〇
九
年
か
ら
、
七
年
間
、
日
本
文
学
研
究
室
に
在
籍
い
た
し
ま

し
た
が
、
こ
の
た
び
、
種
々
の
事
情
か
ら
、
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
に

転
出
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
に
参
り
ま
し
た
と
き
、
私
は

三
十
一
歳
で
、
大
学
教
員
と
し
て
十
分
な
経
験
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
私
を
多
く
の
教
職
員
の
方
々
や
学
生
の
皆
さ
ん
が
育
て

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
ず
は
こ
の
こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

阪
大
で
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
、
ま
ず
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

優
秀
な
学
生
が
多
か
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
夜
遅
く
ま
で
勉
強
し
、
熱

心
に
研
究
す
る
（
休
暇
中
で
も
煌
々
と
と
も
っ
て
い
る
研
究
室
の
灯
り

を
、
私
は
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
で
し
ょ
う
）、
し
か
し
、
お
か
し
な

プ
ラ
イ
ド
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
素
直
で
協
調
性
が
あ
り
、
チ
ー

ム
で
の
作
業
に
も
上
手
に
取
り
く
む
こ
と
が
で
き
る
、
こ
う
し
た
阪
大

文
学
部
の
学
生
の
姿
勢
に
、
私
は
感
銘
を
受
け
、
励
ま
さ
れ
、
実
際
に

多
く
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
そ
の
協
力
に
よ
り
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

ま
た
、
多
く
の
国
々
の
人
と
共
に
考
え
、
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
も
、

私
が
、
阪
大
に
お
い
て
学
ん
だ
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
文
学
研

究
室
に
は
、
東
ア
ジ
ア
の
国
々
に
加
え
、
欧
州
、
中
東
、
東
南
ア
ジ
ア
、

南
北
ア
メ
リ
カ
な
ど
様
々
な
国
か
ら
の
留
学
生
が
学
ん
で
い
ま
す
。
彼

ら
と
は
、
学
問
以
外
の
こ
と
も
含
め
、
多
く
の
有
意
義
な
対
話
を
し
、

視
野
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

教
員
で
あ
り
な
が
ら
、
私
の
方
が
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
次
の
職
場
と
な
る
慶
應

義
塾
大
学
は
、
適
塾
で
学
ん
だ
福
澤
諭
吉
が
設
立
し
た
学
校
と
い
う
こ

と
で
、
大
阪
大
学
と
は
ご
縁
も
あ
り
ま
す
。
共
同
研
究
な
ど
で
、
な
お

お
世
話
に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
引
き
続
き
、
変
わ
ら

ぬ
ご
厚
誼
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
に
は
定
年
が
近
づ
い
て
も
あ
ま
り
自
慢
の
種
に
な
る
よ
う
な
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
一
九
七
九
年
四
月
か
ら
勤
務
し
て
い
る
の
で
、

文
学
研
究
科
の
教
員
と
し
て
は
最
も
古
い
時
期
の
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
を

知
っ
て
い
る
者
の
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
勤
め
始
め

た
頃
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
り
さ
ま
を
少
し
思
い
出
し
て
見
ま
す
。
古
い

卒
業
生
の
方
々
に
は
当
た
り
前
の
話
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。

　

そ
の
こ
ろ
阪
大
坂
か
ら
登
っ
て
く
る
と
、
現
在
学
生
交
流
棟
や
野
外

ス
タ
ジ
オ
の
あ
る
位
置
に
上
山
池
が
あ
り
ま
し
た
。
阪
大
で
作
ら
れ
た

絵
は
が
き
（
一
九
八
一
年
ご
ろ
）
の
写
真
で
は
、「
イ
号
館
」（
現
在
の

大
阪
大
学
会
館
）
が
水
に
影
を
落
と
し
、
白
鳥
が
泳
い
で
、
絵
の
よ
う

な
風
景
に
見
え
ま
す
が
、
綺
麗
な
水
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
酔
っ
払
っ
て
夜
中
に
こ
こ
で
泳
い
だ
と
い
う
猛
者
も
い
ま
し
た
。

現
在
の
入
り
口
の
庭
園
の
場
所
に
は
軟
式
テ
ニ
ス
の
コ
ー
ト
が
並
ん
で

い
て
、
応
援
団
や
部
員
さ
ん
た
ち
が
、
う
な
り
声
と
し
か
聞
こ
え
な
い

雄
叫
び
を
あ
げ
て
い
て
、
イ
号
館
の
先
生
方
の
顰
蹙
を
買
っ
て
い
ま
し

た
。
通
学
路
と
コ
ー
ト
の
境
に
は
金
網
が
あ
り
、
こ
こ
は
学
生
さ
ん
の

自
由
な
広
報
空
間
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
板
き
れ
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書

い
て
金
網
に
貼
り
付
け
る
の
で
す
。
私
が
実
見
し
た
も
の
か
ら
一
例
を

挙
げ
る
と
「
子
猫
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
社
会
的
経
済
的
条
件
に
よ
っ

て
飼
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど
な
た
か
も
ら
っ
て
下
さ
い
。
○
○
学

部
○
回
生　

○
○
、
電
話
×
×
×
」
と
い
う
よ
う
な
調
子
で
、
笑
え
ま

し
た
。

　

今
の
大
学
に
比
べ
て
は
る
か
に
乱
雑
で
お
世
辞
に
も
綺
麗
と
は
言
え

な
い
空
間
で
し
た
が
、
何
か
自
由
で
生
き
生
き
し
た
も
の
が
あ
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
思
え
ば
遠
い
昔
で
す
。

略歴
1950年生まれ。東北大学文学
研究科博士課程満期退学。天
理大学を経て、1997年に大阪
大学へ。著書に『幻視する近
代空間』『オトメの祈り』『オ
トメの身体』『巫女の民俗学』

『聖戦のイコノグラフィ』『弔
い論』『弔いの文化史』他。

略歴
東京大学大学院博士課程修了。国立
国会図書館勤務を経て、2009年4月
より大阪大学大学院文学研究科講師、
2013年4月同コミュニケーションデ
ザイン・センター講師（大学院文学
研究科兼任）、2014年9月同准教授。
著書に『幕末・明治期における日本
漢詩文の研究』（和泉書院、2014年）。

略歴
1950年生まれ。京都大学大学
院文学研究科博士課程2年次修
了中退後、1979年大阪大学文
学部助手に就任。大阪大学講師、
助教授を経て、1996年より教
授。史学研究会評議員、史学会
評議員、日本西洋史学会代表、
雑誌『西洋史学』編集委員など
を歴任。専門は西洋史学。

退
職
さ
れ
る
先
生
方
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

◆
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
・
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ

 

江
川　

溫

◆
阪
大
坂
の
猿
、
花
見
の
宴
の
歳
歳
年
年

 

川
村 

邦
光

◆
阪
大
文
学
部
で
の
七
年
間

 

合
山 

林
太
郎
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第6回大阪大学文学部・文学研究科
同窓会講座についてのご報告

　

平
成
二
七
年
五
月
九
日
（
土
）、「
新

緑
の
平
城
宮
跡
を
歩
く
」が
開
催
さ
れ
、

約
二
〇
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　

も
と
奈
良
文
化
財
研
究
所
研
究
員
の

市
大
樹
先
生（
本
学
日
本
史
学
准
教
授
）

に
ご
案
内
い
た
だ
き
な
が
ら
、
平
城
宮

跡
資
料
館
を
見
学
し
た
後
、
大
極
殿
・

遺
構
展
示
館
・
東
院
庭
園
・
朱
雀
門
を

は
じ
め
、
平
城
宮
跡
の
見
所
を
た
っ
ぷ

り
と
歩
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
同
窓
会
な
ら
で
は
の
講
座
を

企
画
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
ご

要
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
五
日
（
木
）、
文
学
部
（
担

当
教
育
支
援
室
）
と
本
会
の
共
催
で
、
就
活
サ
ポ
ー
ト

講
座
「
教
え
て
、
先
輩
！
～
卒
業
生
、
修
了
生
に
聞
く

進
路
の
み
つ
け
方
～
」
が
開
催
さ
れ
、
約
二
〇
名
の
学

生
・
院
生
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
本
学
の
三
名
の
卒
業
生
・
修
了
生
よ
り
、「
生

徒
の
生
き
る
力
を
育
む
」、「
大
学
職
員
と
し
て
の
働
き

方
」、「
社
会
に
出
る
と
き
に
考
え
方
」
と
題
し
て
、
自

ら�

の
体
験
を
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
つ
い

で
、
三
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
聴
講
者
の
テ
ー
ブ
ル
を
順

次
回
る
形
で
、
質
疑
応
答
・
意
見
交
換
を
お
こ
な
い
ま

し
た
。

　

今
後
と
も
本
会
で
は
、
文
学
部
の
就
職
支
援
活
動
に

積
極
的
に
協
力
し
て
い
く
予
定
で
す
。
皆
様
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
七
年
度
第
二
回
就
活
サ
ポ
ー
ト
講
座
に
つい
て
の
ご
報
告

　

も
と
も
と
学
会
な
ど
に
は
真
面
目
に
出
席
す
る
ほ
う
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
近
頃
は
司
会
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
り

す
る
の
で
、
比
較
的
よ
く
顔
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
度
に
、

そ
の
内
容
の
劣
化
に
、
我
々
の
研
究
領
域
の
将
来
は
大
丈
夫

だ
ろ
う
か
と
、
慨
嘆
し
て
い
ま
す
。
発
表
の
水
準
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
後
の
質
疑
応
答
で
、
若
い
研
究
者

の
発
表
に
対
し
て
は
居
丈
高
に
自
説
を
開
陳
し
た
り
、
い
っ

ぽ
う
そ
こ
そ
こ
の
キ
ャ
リ
ア
の
人
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
愚

に
も
付
か
な
い
発
表
で
あ
っ
て
も
嫌
ら
し
く
阿
る
輩
が
い
た

り
し
て
、
う
ん
ざ
り
す
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
す
。

　

し
か
し
、
最
近
、
ふ
と
思
い
寄
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

主
観
的
に
は
学
会
が
急
速
に
劣
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
け
れ
ど
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
の

「
耳
が
驕
っ
て
」
き
た
か
ら
で
は
な
の
で
は
な
い
か
と
。
阪

大
文
学
研
究
科
で
は
、
頻
繁
に
研
究
会
、
研
究
報
告
会
な
ど

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
未
完
成
な
研
究
の
中
間

報
告
が
多
い
け
れ
ど
も
、
目
的
意
識
や
視
座
は
な
ま
じ
っ
か

な
学
会
発
表
よ
り
し
っ
か
り
し
た
も
の
も
多
い
し
、
質
疑
応

答
は
忌
憚
な
く
か
つ
建
設
的
で
す
。
日
々
そ
う
し
た
白
熱
し

た
場
に
接
し
て
い
る
か
ら
、
学
会
が
物
足
り
な
く
感
じ
る
の

で
は
な
い
か
と
。

　

そ
の
有
り
難
み
に
気
づ
く
の
が
遅
す
ぎ
ま
し
た
。
い
か
に

私
が
凡
庸
な
教
員
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

私
は
、
人
文
学
教
育
の
最
前
線
を
離
れ
、
後
方
支
援
に
移
り

ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
人
文
学
を
主
導
す
る
阪
大
文
学

研
究
科
に
声
援
を
送
り
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

略歴
東京大学修士課程修了。博士

（文学）（東京大学）。清泉女子
大学・白百合女子大学・神戸
大学を経て2012年に大阪大学
文学研究科准教授。著書に『国
語文字・表記史の研究』（汲古
書院）。4月より東京大学大学
院総合文化研究科准教授。

◆
後
退
の
記

 

矢
田　

勉

事
務
局
便
り

●
お
知
ら
せ

◇『
文
学
部
・
文
学
研
究
科
　
卒
業
生
・
修
了
生
名
簿
』（
二
〇
一
二
年
版
）
に
つ
い
て

　

二
〇
一
二
年
三
月
刊
行
の
『
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
卒
業
生
・
修
了
生
名

簿
』
ご
購
入
を
随
時
承
っ
て
お
り
ま
す
。
販
価
（
五
千
円
）
＋
送
料
（
百
六
十
円
）
で

お
送
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
名
簿
の
ご
購
入
は
同
窓
会
会
員
の
方
に
限
定
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
入
会
が
お
済
み
で
な
い
同
窓
生
の
方
に
は
入
会
手
続
き
を
お
願
い
し
て

お
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
下
さ
い
。
な
お
、
新
規
に
同
窓
会
終
身
会
費
（
一
万

円
）
を
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
方
の
う
ち
、
希
望
さ
れ
る
方
に
一
冊
謹
呈
し
て
お
り
ま

す
。
振
込
用
紙
通
信
欄
に
名
簿
希
望
の
旨
を
お
書
き
添
え
下
さ
い
。

　

ご
購
入
希
望
の
場
合
は
以
下
の
郵
便
振
替
口
座
に
所
定
の
金
額
を
お
振
込
み
下
さ

い
。
ご
入
金
確
認
後
、
発
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
購
入
に
際
し
ご
質
問
等
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
同
窓
会
事
務
局
ま
で
遠
慮
な
く
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

◇
同
窓
会
へ
の
ご
寄
付
に
つ
い
て

　

同
窓
会
で
は
、
寄
付
金
（
一
口
二
千
円
）
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
昨
年
度
・
今

年
度
と
、
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。
五
頁
に
ご
寄
付
を
い
た
だ
い
た

皆
様
の
御
芳
名
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
引
き
続

き
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
お
願
い

◆
住
所
変
更
に
つ
い
て

　

住
所
変
更
・
勤
務
先
変
更
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、必
ず
同
窓
会
事
務
局
ま
で
ご
一
報

下
さ
い
。名
簿
へ
の
住
所
、電
話
番
号
等
の
記
載
拒
否
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、そ
の
旨

あ
わ
せ
て
お
知
ら
せ
下
さ
い
。皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
同
窓
会

◆
会
長
：
志
水 

紀
代
子
（
Ｓ
四
〇
卒
）

◆
副
会
長
： 

柏
木 

隆
雄
（
Ｓ
四
四
卒
）、
大
西 

愛
（
Ｓ
四
〇
卒
）

◆
事
務
局
メ
ン
バ
ー

事
務
局
長
：
村
田 

路
人
（
Ｓ
五
二
卒
）

総
務
：
岡
田 

禎
之
（
Ｓ
六
二
卒
）、
高
木 

千
恵
（
Ｈ
一
〇
卒
）

会
計
：
西
田 

有
利
子

企
画
：
市 

大
樹
（
Ｈ
七
卒
）、
中
尾 

薫
（
Ｈ
一
五
修
）

広
報
：
舟
場 

保
之
（
Ｓ
六
一
卒
）、
斎
藤 

理
生
（
Ｈ
一
〇
卒
）

事
務
局
補
佐
：
宮
川 

真
弥
（
Ｈ
二
二
修
）

事
務
局
補
佐
（
Ｗ
ｅ
ｂ
担
当
）：
鈴
木 

寛
和
（
Ｈ
二
六
卒
）

●
住
所
…
〒
５
６
０ 

‐ 

８
５
３
２　

豊
中
市
待
兼
山
町一番
五
号

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
…http://w

w
w

.let.osaka-u.ac.jp/dousou/ 

●
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
…dousoukai@

let.osaka-u.ac.jp

︻
名
簿
購
入
代
金
・
終
身
会
費
の
お
支
払
い
︑ご
寄
付
の
受
付
︼

　

口
座
番
号　

０
０
９
４
０
―

１
―

７
９
０
４
３

　

加
入
者
名　

大
阪
大
学
文
学
部
同
窓
会
事
務
局

　
　
＊
お
手
数
で
す
が
、通
信
欄
に
①
卒
業・修
了
年
、②
専
攻・専
修
名
を
ご
記
入
下
さ
い
。
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文学部創立60周年（平成20年）の折に創設しました「教育ゆめ基金」は、文学部・文学
研究科の教育活動を支援していただくための基金です。この基金は、人文学教育の国際
化、学生の海外留学支援、留学生の支援、優秀な学生への奨学金等、もっぱら優秀な人
材を育成するための教育助成を目的としています。平成25年秋に大阪大学「未来基金」と
窓口統合したことにより、いっそう多くの同窓生ならびに教職員の皆様より、平成27年度
総計270万円ほどのご寄附をいただきました。ご厚情に心よりお礼申し上げますとともに、
今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。� （文学研究科長　和田章男）

◆「教育ゆめ基金」のご報告◆
いつでも、お心のままにご寄附いただければ幸いです

 平成27年3月～平成28年1月「教育ゆめ基金」寄附者リスト（敬称略・五十音順）
赤木　登代
淺 野　　 修
粟根　功雄
井内　尚美
池田　美芽
池辺　義教
石 田　　 久
石 原　　 実
礒島　啓子
井 上　　 正
今 井　　 優

岩尾希里沙
上江洲律子
宇野　康司
尾植　正順
大井　隆夫
太田　晋介
大塚　芳政
大村　睦子
小笠原文七郎
小川　英雄
奥山　順子

落 合　　 傑
篭 島　　 靖
笠松　容子
片 倉　　 穰
加藤　玲士
上小澤由美
川真田　宏
神田　国臣
北泊謙太郞
北 村　　 登
衣 笠　　 茂

久保　照義
久保田泰宏
熊田　亮順
黒川　彩子
高坂　香象
小谷晋一郎
小 林　　 隆
小林　正人
酒 井　　 浩
佐々田公子
真田　信治

芝原　拓自
白土　芳人
髙﨑　宏子
髙見　寛信
武 市　　 修
田島　智子
谷口　博宣
谷﨑　陽子
土池　敏子
中野多圭子
中 野　　 岳

中畠　孝幸
中村　加津
中村　元保
野上　昌義
垣生　滿惠
濵吉　繁子
東辻　照子
平 岩　　 静
平田　雅子
深水香津子
古川　恵子

堀川　幹夫
桝本　裕之
松田　順子
南川由美子
宮本　孝二
山上義太郎
山田二三夫
山本　清司
油井　澄子
吉田　優子
脇 田　　 修

◆「教育ゆめ基金」の支出（平成27年度）
・海外留学支援制度奨学金 240,000円（2名分）　大学院生海外調査等助成 278,565円（5名分）
　※年度内に海外留学支援制度奨学金240,000円と、障がいのある学生のための支援24,000円を支出予定
　平成27年度1月末現在の残額：7,995,744円

第7回大阪大学文学部・文学研究科同窓会講座のご案内
2016年5月15日（日）14：00〜　文学散歩「近代大阪の橋とオダサク」
●講師の斎藤理生先生（本学准教授）とともに、中之島界隈の橋を散歩したのち、それぞれの橋についてくわしく
描写した戦前の紀行文と、織田作之助の短篇を読み比べます。当時の面影を確かめた上で、改めて作之助の小説
の手法に思いを寄せてみませんか。
※当日の行程　�中之島図書館（正面玄関13：45集合）〜川沿いに散歩後、大阪大学中之島センターにて斎藤理生先

生の講演。参加費：500円。
※会場の都合上定員30名、先着順とさせていただきます。

●お申し込み方法
氏名、卒業（修了）年次、専攻を明記の上、メール又は葉書で下記連絡先までお申し込みください。
※締め切りは、4月30日（土）です。
メール：dousoukai@let.osaka-u.ac.jp
住所：〒560-8532　大阪府豊中市待兼山町1-5　大阪大学文学部・文学研究科同窓会宛

同窓会寄付者
御　芳　名

（2015 年 2 月〜 2016 年 1 月入金分）
五十音順・敬称略

〈2014年度〉
河野　優子
山本　知伽

〈2015年度〉
一木　翔太
大島　智靖
木下　麻衣
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