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大阪大学文学部・文学研究科同窓会

　

文
学
研
究
科
で
は
、
主
と
し
て
芸
術
系
の
教
員
有
志
に
よ
っ
て

平
成
二
五
年
度
〜
二
七
年
度
の
三
年
間
に
わ
た
っ
て
「
劇
場
・
音

楽
堂
・
美
術
館
等
と
連
携
す
る
ア
ー
ト
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
人

材
育
成
事
業
〈
声
な
き
声
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
か
か
わ
り
の
声
、

そ
し
て
私
の
声
〉
芸
術
祭
」
と
い
う
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
文
化
庁
の
「
大
学
を
活
用
す
る
文
化
芸
術
推
進
事

業
」と
い
う
補
助
金
の
採
択
を
受
け
て
実
施
し
た
も
の
で
す
。「
芸

術
祭
」
と
銘
打
っ
て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
社
会
人
に
門
戸
を

開
く
、
芸
術
を
通
じ
た
ア
ー
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
人
材
や
ア
ー

ト
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
人
材
育
成
の
社
会
人
教
育
の
試
み
と
し

て
計
画
し
、
実
施
し
ま
し
た
。
毎
年
平
均
し
て
三
〇
名
前
後
の
受

講
生
が
あ
り
、
充
実
し
た
三
年
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
一
年
間
で

六
〜
七
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
教
員
が
一
〜
二

名
ず
つ
担
当
し
て
実
施
し
て
行
き
ま
し
た
。
受
講
生
と
共
に
芸
術

催
事
を
制
作
し
て
い
く
実
践
的
な
芸
術
教
育
の
試
み
で
し
た
。

　

例
え
ば
、
市
民
参
加
型
演
劇
の
制
作
を
自
治
体
の
劇
場
と
協
力

し
て
実
施
す
る
も
の
、
海
外
か
ら
の
ア
ー
チ
ス
ト
を
一
時
期
招
聘

し
受
講
生
と
作
品
を
制
作
す
る
も
の
、
コ
ン
サ
ー
ト
と
レ
ク

チ
ャ
ー
を
組
み
合
わ
せ
た
形
式
を
海
外
音
楽
家
と
制
作
す
る
も

の
、
美
術
資
料
を
も
と
に
展
覧
館
を
開
催
す
る
も
の
、
大
阪
と
い

う
場
所
の
個
性
を
生
か
す
芸
術
催
事
を
制
作
す
る
も
の
な
ど
こ
こ

で
は
詳
し
く
は
紹
介
で
き
ま
せ
ん
が
、そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
の
あ
る
、

ユ
ニ
ー
ク
な
芸
術
制
作
を
行
い
ま
し
た
。
長
い
タ
イ
ト
ル
を
持
つ

こ
の
人
材
育
成
型
の
芸
術
祭
は
、
ま
た
大
学
で
行
う
リ
サ
ー
チ
と

し
て
の
芸
術
祭
と
い
う
側
面
も
持
つ
も
の
で
す
。
こ
の
長
い
タ
イ

ト
ル
は
、

「
声
」
を
モ

チ
ー
フ
に
し

て
い
ま
す

が
、
言
っ
て

み
れ
ば
そ
れ

ぞ
れ
記
憶
、

　

同
窓
生
の
み
な
さ
ま
の
中
に
も
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
愛
用
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
方
々
に
、
二
つ
の
ア
プ
リ
を
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
（
二
つ
と
も
ア
ッ
プ
ル
と
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
で
無
料
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）。

　

一
つ
は
「
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
Ｋ
u
Ｌ
Ａ
」
で
、

江
戸
時
代
以
前
の
版
本
・
写
本
や
古
文
書
に
出
て
く
る
仮

名
・
漢
字
の
く
ず
し
字
（
草
体
）
を
学
ぶ
手
助
け
を
し
て

く
れ
る
ア
プ
リ
で
す
。
と
て
も
使
い
や
す
く
、
練
習
問
題

も
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
遊
び
感
覚
で
く
ず
し
字

を
読
む
力
が
付
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ア
プ
リ
を
開
発
し
た

の
は
、
文
学
研
究
科
の
飯
倉
洋
一
教
授
の
研
究
グ
ル
ー
プ

で
、
平
成
二
九
年
一
月
段
階
で
五
万
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
超

え
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、「
O
h
a
y
a
s
h
i 

S
e
n
s
e
i
（
お

囃
子
先
生
）」
で
、
能
楽
の
お
囃
子
に
用
い
ら
れ
る
四
つ

の
楽
器
（
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
太
鼓
）
を
画
面
上
で
操
作

し
て
演
奏
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。
し
か
も
、「
太

鼓
の
達
人
」
の
よ
う
な
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
も
楽
し
め
て
、
能
楽

に
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
方
で
も
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る

工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
な
ん
と
大
阪
大
学

大
学
院
を
卒
業
し
た
二
人
の
チ
ェ
コ
人
（
ポ
ポ
フ
・
ヤ
ン

コ
と
ス
ラ
ボ
フ
・
ペ
ト
コ
）
が
山
本
能
楽
堂
と
共
同
で
開

発
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
ア
プ
リ
は
、
文
学
部
の
研
究
や
学
び
が
、
Ｉ

Ｔ
の
助
け
を
得
て
世
界
中
の
方
々
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
い

く
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
見
習
い
、
私
た
ち
は
今
後
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

で
大
阪
大
学
文
学
部
の
研
究
・
教
育
を
身
近
に
知
っ
て
い
た

だ
く
工
夫
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

二
〇
一
五
年
に
前
任
者
の
河
上
会
長
か
ら
バ
ト
ン
を
引
き
継
い

で
、
こ
の
四
月
で
丸
二
年
に
な
り
ま
す
。
託
さ
れ
た
前
任
者
の
熱

い
思
い
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
で
い
け
ば
よ
い
の
か
、
試
行
錯

誤
の
二
年
間
で
し
た
が
、
村
田
事
務
局
長
の
も
と
若
い
現
役
の
先

生
方
が
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
を
努
め
て
く
だ
さ
り
、
同
窓
会
講
座
も

充
実
、
教
育
ゆ
め
基
金
に
も
関
心
を
も
っ
て
下
さ
る
方
々
が
ふ
え

て
う
れ
し
く
、
頑
張
ら
な
け
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
年
二
〇
一
七
年
は
一
九
四
八
年
の
文
学
部
創
設
か
ら
七
〇
年

目
に
あ
た
り
ま
す
が
、
二
〇
一
二
年
に
発
行
さ
れ
た
同
窓
会
名
簿

の
改
訂
版
を
発
刊
す
る
年
で
も
あ
り
ま
す
。
昨
今
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
普
及
で
、
必
要
な
情
報
は
電
子
媒
体
で
済
ま
せ
る
こ
と
が
多

く
な
り
ま
し
た
が
、
紙
媒
体
の
「
同
窓
会
名
簿
」
が
も
つ
絆
の
力

が
、
お
お
き
い
こ
と
は
、
会
員
の
皆
様
が
何
よ
り
実
感
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
が
、
卒
業

生
の
み
な
さ
ん
と
大
学
を
繋
ぐ
双
方
向
の
も
う
一
つ
の
大
切
な
絆

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
卒
業
さ
れ
た
み
な
さ

ん
が
、
そ
の
後
同
期
会
で
ど
の
よ
う
な
交
流
を
持
っ
て
お
ら
れ
る

の
か
、
同
窓
同
期
の
集
ま
り
に
つ
い
て
の
様
々
な
情
報
や
ま
た
同

窓
会
に
つ
い
て
の
疑
問
・
質
問
を
こ
ち
ら
に
ぜ
ひ
寄
稿
し
て
い
た

だ
き
た
く
、
僭
越
で
す
が
、
口
火
を
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
待
兼
六
〇
談
話
会
」
は
、
六
〇
年
安
保
の
年
に
入
学
し
た
メ

ン
バ
ー
の
同
期
会
で
す
が
、
年
に
数
回
、
関
西
を
中
心
に
、
メ
ン

バ
ー
の
誰
か
が
提
供
で
き
る
話
題
で
テ
ー
マ
を
決
め
て
集
ま
っ
て

い
ま
す
。
入
学
定
員
が
六
〇
名
、
必
須
科
目
の
英
語
を
、
改
修
さ

れ
て
今
は
「
大
阪
大
学
会
館
」
に
な
っ
て
い
る
イ
号
館
の
五
階
で

全
員
一
緒
に
受
け
た
時
代
で
し
た
。
全
員
集
合
の
最
初
の
集
ま
り

は
入
学
後
三
〇
年
の
一
九
九
〇

年
で
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
以

降
は
、
集
ま
り
の
数
が
増
え
て
、

二
〇
一
〇
年
に
は
琵
琶
湖
畔
の

海
津
大
崎
の
桜
を
楽
し
ん
で
長

浜
で
一
泊
、
二
〇
一
四
年
に
は

富
士
山
田
貫
湖
畔
の
国
民
宿
舎

に
東
京
勢
と
関
西
勢
が
集
合
し

ま
し
た
。（
写
真
は
去
年
一
一

月
五
日
の
談
話
会
の
時
の
も
の

で
す
。）

声
な
き
声
の
芸
術
祭

声
な
き
声
の
芸
術
祭�

永
田
　
靖
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�
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闇
の
ス
テ
ー
ジ
に
楽
譜
が
投
影
さ
れ
た
灯
篭
が
浮
か
び
上
が
り
、

四
人
の
キ
ー
ボ
ー
ド
奏
者
が
そ
れ
を
取
り
囲
み
ミ
ニ
マ
ル
な
旋
律

を
奏
で
る
。
お
よ
そ
三
〇
分
続
く
演
奏
は
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展

開
も
な
く
、
単
調
な
繰
り
返
し
が
続
く
。
後
半
、
楽
器
の
音
色
が

不
思
議
な
響
き
へ
と
変
化
し
て
ゆ
き
、
最
後
に
は
う
ね
り
の
あ
る

叫
び
声
の
よ
う
な
音
で
終
わ
る
。

　

私
が
参
加
し
た
『
記
憶
の
劇
場
』
活
動
四
は
、
作
曲
家
三
輪
眞
弘

氏
に
よ
る
オ
ペ
ラ
作
品
《
新
し
い
時
代
》（
二
〇
〇
〇
年
）
の
再
演

を
目
指
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
再
演（
二
〇
一
七
年
一
二
月
予
定
）

の
前
段
と
し
て
企
画
さ
れ
た
の
が
前
述
の
コ
ン
サ
ー
ト
「
声
の
よ
う

な
音
／
音
の
よ
う
な
声
」
三
輪
眞
弘
作
品
集
（
企
画
・
構
成 

伊
東

信
宏
）
で
あ
る
。
私
た
ち
受
講
生
は
、
文
学
研
究
科
伊
東
信
宏
教

授
の
指
導
の
も
と
本
企
画
に
関
わ
り
、
さ
ら
に
そ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

を
「
記
憶
の
劇
場
」
展
覧
会
で
紹
介
す
る
と
い
う
取
組
み
も
行
っ
た
。

　

オ
ペ
ラ
《
新
し
い
時
代
》
は
一
九
九
〇
年
代
に
起
き
た
、
神
戸

連
続
児
童
殺
傷
事
件
（
九
七
年
）
や
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
を
下
敷

き
に
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
接
し
て
、
印
象
に
残
っ
た
の
は
、

三
輪
氏
が
捉
え
る
「
こ
と
ば
」
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
世
界
中
で
個
人
が
饒
舌
に
「
こ
と

ば
=

情
報
」
を
発
す
る
時
代
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
言
葉
が
い
く

ら
増
え
て
も
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
よ
り
困
難
に
な
っ

た
と
感
じ
る
。
三
輪
氏
は
、
九
〇
年
代
の
重
大
事
件
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
兆
候
を
い
ち
早
く
よ
み
と
っ
て
い
た
。オ
ペ
ラ
の
一
曲《
言

葉
の
影
、
ま
た
は
ア
レ
ル
ヤ
》
に
つ
い
て
、
氏
は
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。「
・
・
・（
こ
の
作
品
の
試
み
は
）
ひ
と
び
と
の
お
こ

な
い
の
何
も
か
も
が
情
報
化
さ
れ
記
号
化
さ
れ
て
い
く
こ
の
世
界

で
、
そ
の
巨
大
な
記
号
化
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
反
抗
で
も
あ
る
」。

ま
た
、
作
曲
に
お
い
て
「
言
葉
を
音
・
音
楽
に
あ
え
て
置
き
換
え

る
作
業
を
す
る
」
と
い
う
。「
こ
と
ば
」
が
音
楽
に
な
っ
た
と
き
、

そ
の
意
味
は
よ
り
伝
わ
り
や
す
く
な
る
の
か
、
言
葉
に
新
た
な
意

味
が
付
加
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
剥
奪
さ
れ
る
の
か
、
こ
の
よ

う
な
問
い
か
け
を
こ
の
作
品
か
ら
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
「
劇
場
･
音
楽
堂
･
美
術
館
等
と
連
携
す
る
ア
ー
ト
･
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
人
材
育
成
事
業
︱
〈
声
な
き
声
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
か

か
わ
り
の
声
、
そ
し
て
私
の
声
〉
︱
芸
術
祭
」
は
三
年
間
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
私
は
、
一
・
二
年
目
は
受
講
生
と
し
て
、
三
年
目
は
芸

術
祭
事
務
局
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。
受
講
す
る
側
と
運
営
す
る

側
の
両
方
に
携
わ
れ
た
こ
と
は
貴
重
な
経
験
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

事
務
局
と
し
て
関
わ
る
こ
と
は
、
頭
で
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を

実
際
に
行
動
す
る
点
で
受
講
す
る
側
と
は
全
く
違
い
ま
し
た
。
何

事
に
も
そ
う
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
が
、
聞
い
て
み
る
こ
と
と

実
際
に
や
っ
て
み
る
こ
と
は
全
く
違
う
も
の
で
し
た
。
特
に
ア
ー

ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う
目
的
の
あ
っ
た
こ

の
芸
術
祭
で
は
、
多
種
多
様
な
ア
ー
ト
を
実
践
す
る
現
場
に
、
企

画
や
準
備
の
段
階
か
ら
様
子
を
窺
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
文
学
研

究
科
の
芸
術
系
や
C
S
C
D
の
先
生
方
の
豊
富
で
多
様
な
知
識
と

経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
事
務
局
と
し
て
携
わ
る
こ
と
で
、
た
く
さ
ん
の
受
講
生

や
外
部
の
先
生
方
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ど
様
々
な
人
と
出
会
え
た

こ
と
も
非
常
に
大
切
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
学
問
で
あ
れ
、

ア
ー
ト
で
あ
れ
、
実
際
に
携
わ
り
、
動
か
す
の
は
人
で
す
の
で
、

た
く
さ
ん
の
人
に
出
会
え
、
関
わ
り
を
持
て
た
た
こ
と
は
本
当
に

貴
重
な
こ
と
で

し
た
。
ア
ー
ト

と
学
問
、
そ
し

て
人
を
結
ぶ
場

と
し
て
、
こ
の

よ
う
な
活
動
が

続
け
ば
と
思
い

ま
す
。

略歴
京都芸術センター勤務（－2011）
を経て、アート・マネージャー
として、音楽を中心にさまざま
な芸術分野のプロジェクト企画
運営に携わる。2013年、大阪大
学大学院文学研究科文化表現論
専攻（音楽学）に社会人学生と
して入学。2016年、博士前期課
程修了、現在、博士後期課程在籍。

略歴
大阪大学文学研究科文化動態論
専攻共生文明論コース修了。文
学研究科主催のアート・マネジ
メント人材育成事業事務局を担
当の後、大阪大学総合学術博物
館主催の文化芸術ファシリテー
ター育成講座事務局を担当。

音
楽
、
言
葉
、
社
会
を
め
ぐ
る
問
い��

オ
ペ
ラ
《
新
し
い
時
代
》
再
演
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
。

�

青
嶋
　
絢

大
阪
大
学
が
芸
術
祭
を

�

開
催
す
る
こ
と
へ
の
期
待
　

�

山
﨑
　
達
哉

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
現
代
芸
術
が
関

わ
る
主
要
な
問
題
領
域
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
中
で
担
当
教
員
や
受
講
生
は
そ
の
扱
う
材
料
を
扱
い
な

が
ら
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
、
芸
術
の
催
事
に

反
映
し
て
い
く
方
法
を
学
ん
で
行
き
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
た
長
い
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う

に
、
近
隣
の
劇
場
や
ホ
ー
ル
、
音
楽
堂
等
と
の
協
力
関
係
を
築
き

な
が
ら
行
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
吹
田
市
、
豊
中
市
、
尼
崎
市
、

能
勢
町
、
大
阪
市
な
ど
大
学
と
し
て
協
力
関
係
に
あ
る
自
治
体
の

劇
場
や
ホ
ー
ル
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ど
と
連
携
し
つ
つ
進
め
た
こ

と
で
す
。
こ
の
こ
と
で
、
私
た
ち
の
芸
術
研
究
が
伝
統
的
な
芸
術

史
・
芸
術
学
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
持
つ

諸
問
題
と
ア
ー
ト
と
を
切
り
結
ぶ
そ
の
方
法
や
理
念
を
学
ぶ
ま
た

と
な
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
芸
術
祭
は
三
年
計
画
の
も
の
で
、
す
で
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
が
、実
は
本
年
度
か
ら
は
主
催
を
大
阪
大
学
博
物
館
に
移
し
、

装
い
も
新
た
に
「
記
憶
の
劇
場
︱
大
学
博
物
館
を
活
用
す
る
ア
ー

ト
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
人
材
育
成
講
座
」
と
し
て
再
ス
タ
ー
ト

し
て
い
ま
す
。
取
り
組
み
も
考
え
方
も
少
し
変
わ
り
ま
し
た
が
、

大
学
で
行
う
芸
術
研
究
を
社
会
に
開
き
、
社
会
と
の
関
係
の
中
で

進
め
て
い
く
新
し
い
研
究
教
育
の
あ
り
方
を
探
求
し
て
い
る
点
で

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

大
阪
大
学
で
は
現
在
、
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
中
之

島
地
区
の
再
開
発
を
大
阪
市
と
共
に
計
画
を
始
め
ま
し
た
。
大
阪

大
学
の
発
祥
の
地
で
あ
り
、
か
つ
美
術
館
や
音
楽
堂
な
ど
芸
術
施
設

が
集
中
す
る
地
区
に
お
い
て
、
芸
術
系
の
研
究
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
展
開
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
こ
れ
ら
の
新

し
い
研
究
教
育
の
取
り
組
み
を
よ
り
恒
常
的
に
展
開
で
き
る
よ
う
に

で
き
る
も
の
に
な
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

同
時
代
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
を
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
視
点
で

捉
え
る
三
輪
氏
の
作
品
は
、
楽
し
み
や
感
動
を
誘
う
音
楽
と
は
異

な
る
次
元
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
稀
有
な
作
曲
家
の
作
品
に
『
記

憶
の
劇
場
』を
通
し
て
関
わ
れ
た
こ
と
は
、貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
。

今
後
、
オ
ペ
ラ
再
演
へ
向
け
て
さ
ら
に
準
備
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ぜ
ひ
、
再
上
演
を
多
く
の
方
に
見
届
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　

二
〇
一
六
年
一
二
月
二
五
日
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
彩
ら
れ

た
中
之
島
に
ほ
ど
近
い
ザ
・
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ル
で
、
浮
き
足

立
つ
街
の
様
子
と
は
対
照
的
な
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
暗
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職
場
で
多
く
が
残
業
す
る
中
、
ひ
と
り
早
退
し
て
仕
事
が
遅

れ
る
申
し
訳
無
さ
。
し
か
し
、
夫
婦
と
も
お
互
い
様
な
の
で
心

を
決
め
て
退
社
。
別
の
日
に
挽
回
を
目
指
し
ま
す
。
何
年
も
時

間
・
体
力
面
で
厳
し
か
っ
た
で
す
が
、
現
在
は
仕
事
と
育
児
家

事
が
相
互
刺
激
と
な
っ
て
、
心
と
身
体
が
動
か
さ
れ
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。

　

結
婚
当
初
、
私
の
家
事
は
炊
飯
器
で
ご
飯
を
炊
け
な
い
有
り

様
で
、
妻
に
ひ
と
つ
ず
つ
教
わ
り
ま
し
た
。
何
事
も
夫
婦
で
話

し
合
い
、私
の
育
児
家
事
が
「
お
手
伝
い
」
で
な
く
「
当
事
者
」

レ
ベ
ル
に
な
る
よ
う
取
り
組
ん
だ
つ
も
り
で
す
。
夫
婦
で
育
児

家
事
を
分
担
す
る
醍
醐
味
は
、
ダ
ブ
ル
ス
競
技
の
よ
う
な
助
け

合
い
と
成
長
。
経
験
を
共
有
し
、
お
互
い
に
言
い
た
い
こ
と
を

言
っ
て
も
、
角
が
立
た
な
い
境
地
に
い
ま
す
（
多
分
）。

　

育
児
に
向
き
合
う
と
鉱
脈
を
掘
り
当
て
た
よ
う
な
新
鮮
な
経

験
が
増
え
ま
す
。
子
ど
も
二
人
目
の
誕
生
時
は
、
育
児
休
業
を

二
ヶ
月
取
得
。
そ
の
後
も
保
育
園
で
保
護
者
会
副
会
長
な
ど
を

経
験
し
ま
し
た
。
最
近
の
山
場
は
、
長
男
の
小
学
校
入
学
。
保

育
園
か
ら
小
学
校
・
学
童
へ
環
境
が
一
転
。
夜
に
帰
宅
し
て
か

ら
宿
題
の
サ
ポ
ー
ト
、
日
替
わ
り
の
持
ち
物
準
備
…
臨
戦
態
勢

が
必
要
と
判
断
し
、私
は
二
ヶ
月
間
の
短
時
間
勤
務
を
選
択
し
、

毎
日
早
退
し
て
子
ど
も
に
寄
り
添
い
ま
し
た
。
職
場
の
サ
ポ
ー

ト
に
感
謝
し
ま
す
。

　

少
子
化
や
経
済
成
長
を
背
景
に
、
女
性
活
躍
推
進
が
叫
ば
れ

て
久
し
い
で
す
。
こ
の
勢
い
の
加
速
に
は
、
男
性
の
意
識
と
行

動
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
周
囲
に
前
例
が
無
く

て
も
、
信
じ
た
道
を
貫
く
ス
タ
イ
ル
は
、
文
学
部
で
過
ご
し
て

確
立
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
続
く
世
代
の
た
め

に
も
、両
立
の
道
を
模
索
し
て
事
例
を
残
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

に
は
そ
の
先
の
広
が
り
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
の
の
価

値
や
あ
り
方
が
急
速
に
変
化
す
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
今
役
に

立
つ
と
思
っ
て
い
る
も
の
が
五
年
後
に
は
無
用
に
な
る
、
な
ど

と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
ま
す
。
私
が
学
校
で
教
え
て
い
る
英

語
も
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
ツ
ー
ル
」
と
形
容
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
が
大
学
で
英
語
そ
の

も
の
の
持
つ
奥
深
さ
や
面
白
さ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
よ
う

に
、
是
非
生
徒
た
ち
に
も
、
単
に
ツ
ー
ル
と
し
て
の
み
英
語
を

捉
え
る
の
で
は
な
く
、
英
語
自
体
を
面
白
い
と
感
じ
て
も
ら
い

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
目
的
は
無
く
て
も
学
び
た
い
と
思
っ

て
も
ら
え
る
こ
と
が
理
想
で
す
。
そ
れ
は
、
学
ぶ
経
験
そ
の
も

の
が
重
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
経
験
を
通
し
て
個
々
の
知

識
は
そ
の
人
の
知
恵
と
な
り
ま
す
。
生
徒
に
は
、
す
べ
て
の
学

び
に
は
意
味
が
あ
る
と
伝
え
た
い
し
、
一
人
一
人
が
知
識
を
知

恵
に
変
え
て
ど
ん
な
状
況
で
も
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
導
い
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
子
ど
も
の
迎
え
当
番
で
、
お
先
に
失
礼
し
ま
す
」

　

職
場
に
伝
え
て
、
保
育
園
と
放
課
後
ク
ラ
ブ
（
学
童
）
へ
直

行
。
こ
の
生
活
も
七
年
目
。

　

共
働
き
の
我
が
家
の
方
針
は
、「
妊
娠
・
出
産
・
授
乳
以
外
、

夫
婦
の
役
割
は
同
じ
」。
子
ど
も
の
迎
え
も
妻
と
折
半
し
ま
す
。

迎
え
時
間
の
捻
出
が
カ
ギ
で
す
。
仕
事
の
忙
し
さ
、
発
熱
等
で

の
急
な
呼
び
出
し
、
何
度
も
ひ
や
り
と
し
ま
し
た
。
子
ど
も
を

近
所
の
方
に
預
け
た
り
、
県
外
の
実
家
に
応
援
を
頼
ん
だ
り
と

支
え
ら
れ
ま
し
た
。

仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
目
指
し
て

�

小
林
　
正
人

　

私
は
平
成
二
五
年
三
月
に
文
学
部
を
卒
業
し
、
以
来
奈
良
県

の
公
立
高
校
で
英
語
の
教
員
と
し
て
働
い
て
現
在
四
年
目
に
な

り
ま
す
。
学
校
と
い
う
場
所
は
日
々
刺
激
に
満
ち
て
お
り
、
ま

た
生
徒
の
成
長
に
感
動
す
る
場
面
も
多
々
あ
り
、
忙
し
い
な
が

ら
も
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
文
学
部
に
在
籍
中

は
、
自
分
の
専
門
以
外
の
専
修
の
講
義
も
積
極
的
に
受
け
ま
し

た
。
物
事
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
見
つ
め
る
姿
勢
が
身
に
つ

い
た
と
思
う
し
、
そ
れ
は
現
在
仕
事
を
す
る
上
で
も
役
立
っ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
所
属
す
る
英
米
文
学
・
英
語
学
専
修
で

学
ん
だ
こ
と
も
大
い
に
自
分
の
力
と
な
っ
て
い
ま
す
。
生
徒
か

ら
英
文
法
な
ど
に
関
し
て
質
問
を
受
け
た
と
き
に
、「
あ
あ
、

大
学
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
勉
強
し
た
な
あ
」
と
懐
か
し
く
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
、
大
学
で
の
学
び
を
職
業
に
役
立
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
る
日
々
で
す
。
し
か
し
私
は
、
教
員

と
し
て
働
く
上
で
役
に
立
つ
か
ら
英
語
を
勉
強
し
よ
う
と
思
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
将
来
役
に
立
つ
か
ら
」
と
い
う

理
由
で
何
か
を
学
ぶ
と
い
う
考
え
方
も
あ
っ
て
い
い
し
、
時
に

は
そ
の
必
要
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
目
的
が
先
行
す
る
学
び

「
役
に
立
つ
」
学
び
と
は

�

柳
田
　
佐
紀
子

同
窓
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
文
学
部
と
同
窓
会
の
共
催
に
よ
る
就
活
サ
ポ
ー
ト
講
座
に
て
お
話
い
た
だ
い
た
お
二
人
に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

柳田佐紀子（やなぎだ　さきこ）
平成21年4月　大阪大学文学部人
文学科入学
平成22年4月　同英米文学・英語
学専修へ
平成25年3月　同卒業
平成25年4月より奈良県の公立高
校の英語科教員
平成25年4月に奈良県立畝傍高等
学校に赴任し、現在同校で4年目

小林正人（こばやし まさと）
1998年4月　文学部人文学科入学
2003年3月　同　卒業（東洋史学
専修）
研究テーマ　中国近世社会史（卒
論は明清時代の賭博）
2003年4月　ダイキン工業株式会
社入社
現在　同社　空調営業本部　事業
戦略室　管理グループ
日本国内向け事業の予算編成と実
績管理を担当

家庭にて
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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28年度総計200万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　金水敏）

◆「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

 2016年2月〜2016年12月「教育ゆめ基金」寄附者リスト（敬称略・五十音順）
荒牧　典俊
飯田　朋子
井 上　　 専
梅田健太郎
江川　圭二
大澤　友彦

大森　紀子
大和田元康
岡田　純子
荻山　優二
越智　真也
片岡　孝夫

金 井　　 誠
川越いつえ
後藤　昭夫
齋 藤　　 誠
里見　軍之
武田　裕紀

德田　敏郎
豊田　眞司
中 島　　 巖
中瀬富美子
中 村　　 啓
難波香能子

野上　由夫
早川　雅一
平尾　和之
深水香津子
福田　公子
福田　治子

藤江　啓子
藤 岡　　 穣
帆足　星海
保知　範繁
松永　千広
間宮　啓壬

矢 田　　 勉
山上義太郎
山田二三夫
山本　俊輔
有限会社　
　後藤書店

好川　祥一
吉田　富子
渡辺　義嗣

◆「教育ゆめ基金」の支出（2016年2月−12月）
・海外留学支援制度奨学金 250,000円（1名分） ・大学院生海外調査等助成 158,900円（10名分）
・エラスムス・ムンドゥス・プログラム 288,000円（2名分）
※ 平成28年度内に、海外留学支援制度奨学金250,000円と、大学院生海外調査等助成141,100円を支出予定。
平成28年12月末現在の残額：8,963,344円

　2016年8月7日に東北大学にて行われた東北大学・東北学院大学・
大阪大学合同研究発表会に参加するための旅費の一部として、教育
ゆめ基金の助成を受けました。この研究発表会で私は、現代アメリ
カ作家トニ・モリスンの小説作品を取り上げ、『We Are Not “Other”
―Toni MorrisonのParadiseにおける「色づける力」としての書く
こと』というタイトルで研究発表を行いました。
　この研究会は、年に一度、大阪大学・東北大学・東北学院大学の
英文研究室に属する教員と大学院生が一堂に会し、それぞれの研究
成果を発表することで互いの研究を深めることを目的としています。
とくに普段なかなかお会いできない他大学の先生方、院生の方々に
自分の研究を発表しコメントをいただくことは、論文を書くために
も、今後の研究の展望を広げるためにも、とても大切な機会です。
今回の私の発表においても、研究テーマである「書くこと」と「他
者」というトピックに関して、これまで思いつかなかったような視
点からの鋭い意見やコメントをいただくこ
とができ、自分の議論の不足している点が明
らかになるとともに、今後論文として書き上
げる際にどう補強すればよいかを考える手
助けとなりました。また、ほかの大学院生の
研究発表を聴くことで、アメリカ／イギリス
や現代／近代といった専門の枠を超えて、

「書くこと」に対するさまざまな問題意識や
アプローチの方法があることを実感でき、と
ても有意義な経験となりました。
　大学院生にとっては、自分の研究成果を世
に問うせっかくの機会でありながら、遠方の
研究会へ参加するためには旅費などがネック
になることがあるので、今回教育ゆめ基金か
らの助成を受けられたのは大変ありがたいこ
とです。今後も、研究発表の機会を積極的に
活用しながら、研究を進めていく所存です。

　平成28年8月27日から9月10日まで、教育ゆめ基金調査研究助成費
をいただいて、イタリアでの調査旅行を実施しました。ヴェネツィ
アからフィレンツェを経てローマまで、5州9都市を巡った目的は、
中世からルネサンス期にかけてのイタリアにおける占星術に基づい
た芸術作品を調査することでした。イタリアに始まったルネサンス
とは、栄華の極みに達した古代ギリシア・ローマ文化の「再生」を
意味する言葉であることは、広く知られています。ルネサンスを代
表する画家の一人であるボッティチェッリの《ヴィーナスの誕生》
からもわかるように、15世紀に古代の神々は華々しく復活したので
す。これは裏を返せばヴィーナスら異教の神々は一度「死んだ」、
ということになります。しかし、近年の研究では、神々は様々なか
たちでキリスト教の中世を生き延びていたと主張されています。そ
のかたちの一つが占星術でした。神々は惑星や星座になることで天
上の世界で生き続けたのです。その生き残りの物語は文学や美術、
建築などの芸術作品となって今に伝わっています。とはいえ、中世
とルネサンス期の占星術的芸術作品とでは
その性格は大きく異なります。しかもそれは
単に技法だけに依るものではなく、占星術を
取り巻く思想的・社会的背景の変化に負うと
ころが大きいのです。占星術に着目すること
でルネサンスという現象を捉え直すことが
できるのではないか。この考えのもと、現在
研究を進めています。この旅では、中世から
ルネサンス期にかけて占星術的芸術が変化
していく様を追いながら、まとまった分量の
作品を観察し、カタログ化を進めることがで
きました。またルネサンス期の雰囲気を今に
残す都市を実際に歩くことも貴重な体験と
なりました。今回の調査で得た成果と体験を
もとに、さらに邁進していく所存です。

林日佳理（はやし　ひかり）
文化表現論専攻　英米
文学専門分野　博士後
期課程2年
2008年4月　大阪大学
文学部入学
2012年3月　同　卒業
2012年4月　大阪大学
大学院博士前期課程入学
2015年3月　同　修了
2015年4月　大阪大学
大学院博士後期課程入
学、現在に至る

関大輔（せき　だいすけ）
1992年7月山口県生ま
れ。2016年3月大阪大
学文学部卒。現在、同
大学院文学研究科博士
前期課程文化表現論専
攻（美術史学専門分野）
在学。

「教育ゆめ基金」による研究助成を受けたお二人にご寄稿いただきました。

神々の「ルネサンス」を辿る旅� 関　大輔 東北合同研究会への参加� 林　日佳理
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竹
中
亨
教
授（
西
洋
史
学
）、三
宅
祥
雄
准
教
授（
ア
ー
ト
・
メ
デ
ィ
ア
論
）

の
お
二
人
も
退
職
さ
れ
ま
す
。

　

あ
っ
と
い
う
ま
の
十
三
年
で
し
た
。
カ
タ
ツ
ム
リ
は
歩
み
が
の
ろ
い

の
で
、
き
っ
と
こ
の
枝
か
ら
あ
の
枝
に
行
く
ま
で
に
日
が
暮
れ
て
し
ま

う
。
そ
ん
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
間
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま

し
た
。
外
大
と
の
統
合
、
阪
大
坂
の
整
備
、
文
法
経
本
館
の
耐
震
工
事

と
そ
れ
に
伴
う
研
究
室
の
移
転
。
坂
の
下
の
住
ん
で
い
た
宿
舎
の
取
り

壊
し
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
。
ぼ
う
っ
と
し
た
隙
間
が
だ
ん
だ
ん

見
つ
け
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
は
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
変
わ
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

私
は
近
世
の
西
洋
哲
学
が
専
門
な
の
で
す
が
、
哲
学
の
そ
れ
も
古
典

を
相
手
に
し
て
い
る
と
き
は
ま
っ
た
く
違
う
時
間
の
中
に
い
る
気
が
し

ま
す
。
若
い
人
た
ち
を
相
手
に
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
ス
ロ
ー
な
原
典
講

読
な
ど
を
や
っ
て
い
る
と
、
外
か
ら
見
れ
ば
何
を
や
っ
て
ん
だ
か
と
思

わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
た
し
か
に
そ
の
間
は
独
特
の
時
間
を
生
き
て
い

る
。
だ
れ
の
も
の
で
も
な
い
時
間
、
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
と
で

も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
講
義
で
も
そ
う
い
う
時
間
が
教
室
に
訪
れ
る
こ

と
が
時
折
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
贅
沢
な
も
の
を
確
保
で
き
る
の
は
大
学

の
、
そ
れ
も
文
学
部
と
い
う
も
の
の
存
在
の
お
か
げ
だ
と
心
底
思
い
ま

す
。
こ
の
間
、
東
京
を
は
じ
め
、
文
字
通
り
北
は
北
海
道
南
は
九
州
ま

で
い
く
つ
も
の
大
学
で
集
中
講
義
を
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
、

ど
こ
で
も
同
じ
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。

　

私
は
自
分
で
面
白
い
と
思
え
な
い
こ
と
は
何
ひ
と
つ
で
き
な
い
と
い

う
わ
が
ま
ま
な
研
究
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
思
う
存

分
発
揮
で
き
る
環
境
に
守
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
ま

す
。
同
僚
の
ス
タ
ッ
フ
は
も
ち
ろ
ん
、
耳
を
傾
け
て
く
れ
た
多
く
の
学

生
た
ち
に
。
指
導
な
ど
と
い
い
ま
す
が
、
本
当
は
彼
ら
や
彼
女
た
ち
の

無
謀
と
も
見
え
る
「
や
り
た
い
こ
と
」
を
何
と
か
す
る
中
で
、
私
の
ほ

う
が
育
て
て
も
ら
っ
た
。
そ
う
言
う
方
が
正
し
い
気
が
し
ま
す
。

　

阪
大
で
十
一
年
間
お
世
話
に
な
り
、
そ
れ
以
前
の
他
の
大
学
で
の
勤

務
を
加
え
る
と
、
三
十
数
年
教
員
と
し
て
、「
先
生
」
と
呼
ば
れ
て
き

た
が
、
こ
の
年
月
の
総
括
的
感
想
と
し
て
、
教
え
る
こ
と
ほ
ど
難
し
い

こ
と
は
な
い
と
痛
感
す
る
。
研
究
も
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
な
点
で
苦
労

を
強
い
る
が
、
そ
れ
が
も
し
成
功
し
な
く
て
も
、
共
同
研
究
で
な
け
れ

ば
、
困
る
の
は
自
分
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
教
育
は
、
十
人
単
位
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
の
数
の
人
を
相
手
に
し
、
し
か
も
一
人
一
人
が
知
識
や

関
心
や
性
格
を
異
に
す
る
の
で
、
あ
る
学
生
に
は
い
ち
お
う
う
ま
く

い
っ
た
教
え
方
や
接
し
方
で
も
、
他
の
場
合
に
も
適
切
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い
。
も
と
も
と
こ
ち
ら
も
、
教
育
者
的
な
適
性
が
あ
る
と
は
自
己

評
価
的
に
と
て
も
思
え
な
い
。
つ
ね
に
迷
い
、
け
っ
き
ょ
く
満
足
で
き

る
道
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
専
門
の
研
究
の
ほ
う
は
楽
し
か
っ
た
。
年
と
経
験
を
経
る
と

見
え
て
く
る
も
の
が
増
え
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
、
い
わ
ば
新
た
な
知

の
光
景
を
西
洋
古
典
の
中
に
見
つ
け
る
喜
び
に
没
頭
で
き
る
だ
ろ
う
と
、

け
っ
こ
う
希
望
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
つ
た
な
い
授
業
を
寛
容
に
受
け
い
れ
て
く
れ
た
優
秀

で
温
良
な
学
生
諸
君
に
は
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
義
務
か
ら
解
放

さ
れ
る
こ
と
に
は
一
種
の
安
堵
も
覚
え
て
い
る
。「
希
望
」
と
い
う
点

は
と
く
に
題
に
は
掲
げ
な
い
が
、「
ひ
と
ま
わ
り
」
後
の
生
が
寂
し
い

も
の
と
は
け
っ
し
て
思
わ
な
い
。
以
上
が
、
退
職
に
際
し
て
の
正
直
な

気
持
ち
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
と
、
我
な
が
ら
ふ
ざ
け
過
ぎ
か
な
と
も

思
う
が
、
実
感
を
言
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
学
へ
の
帰
属
意

識
が
薄
い
と
い
う
訳
で
も
な
い
の
だ
が
。
国
立
大
学
法
人
化
を
含
め
、

大
学
の
変
容
に
は
今
さ
ら
な
が
ら
驚
く
こ
と
ば
か
り
で
、
学
生
時
代
に

産
学
協
同
に
対
す
る
批
判
の
声
を
聴
く
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、

今
は
軍
事
に
つ
な
が
る
研
究
へ
の
誘
い
に
対
す
る
危
機
感
へ
と
変
貌
し

て
い
る
。
先
日
配
ら
れ
て
い
た
ビ
ラ
に
「
授
業
料
が
月
額
千
円
だ
っ
た

時
代
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
の
文
言
が
あ
っ
た
が
、
私

な
ど
最
後
の
生
き
証
人
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
わ
が
亡
き
後
に
洪
水
よ

来
た
れ
」
ど
こ
ろ
か
、
大
学
の
危
機
へ
の
接
近
は
、
漱
石
の
『
夢
十
夜
』

の
第
一
夜
を
も
じ
っ
て
記
せ
ば
、「「
百
年
は
も
う
来
て
い
た
ん
だ
な
」

と
こ
の
時
始
め
て
気
が
つ
い
た
」
よ
う
な
「
始
め
て
」
ど
こ
ろ
で
な
い

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
た
だ
個
と
し
て
は
タ
イ
ト
ル
の
通
り
だ
。

　

い
つ
ど
な
た
か
ら
聞
い
た
の
か
記
憶
に
な
い
が
、
阪
大
坂
を
上
が
る

の
が
つ
ら
く
な
る
頃
に
は
定
年
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
、
別
名
定
年
坂

と
い
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
定
年
が
二
年
延
び
た
今
、
こ
の
坂
を
往
復

す
る
の
が
つ
ら
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
十
八
年
前
の
夏
に
、

到
着
し
た
研
究
室
で
汗
の
処
置
に
困
っ
て
以
来
、
と
う
と
う
こ
の
面
倒

は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
最
後
の
夏
に
し
み
じ
み
と
そ
れ
を
か
み

し
め
た
の
で
は
な
く
、
普
通
の
ハ
ン
カ
チ
と
汗
ふ
き
用
の
タ
オ
ル
の
併

用
が
わ
ず
ら
わ
し
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
と
今
思
い
返
す
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
ホ
ッ
と
し
た
と
も
い
え
る
。
ま
た
、「
教
育
」
と
い
う
側

面
か
ら
は
基
本
的
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
も
そ
う
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、「
研
究
」
と
い
う
点
で
は
先
人
の
方
々
と
同
様
に
、
枯
れ
る
境
地

と
は
遠
い
。
ど
う
に
か
設
け
た
書
庫
の
前
で
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
い

に
ふ
け
る
こ
の
頃
で
あ
る
。

略歴
1951年生まれ。大阪大学文
学研究科博士後期課程単位
修得退学。大阪大学文学部
助手、山口大学教養部助教
授、同人文学部教授を経て
2004年より大阪大学文学研
究科教授。著書に『スピノ
ザの世界』、『デカルト、ホッ
ブズ、スピノザ―哲学する
十七世紀』、『哲学者たちの
ワンダーランド』、『スピノ
ザ『神学政治論』を読む』
など。

略歴
1952年、愛知県生まれ。京都
大学大学院文学研究科博士課程
修了。京都光華女子大学、大阪
学院大学を経て、2006年に阪
大赴任、文芸学専修。専門分野
は西洋古典文学、神話学など。
著書『ヘラクレスは繰り返し現
われる』、訳書『ピンダロス　
祝勝歌集/断片選』『アリストパ
ネース　蛙』など。

略歴
京都大学大学院博士後期課程中
途退学。県立広島県立女子大学、
京都教育大学をへて、1989年
に大阪大学。著書に『異説　日
本近代文学』（大阪大学出版会、
2010年）、岩波文庫『二百十日　
野分』（岩波書店、2016）、共
著に『定本　漱石全集』第三巻

（岩波書店、2017）など。

退
職
さ
れ
る
先
生
方
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

◆
特
に
な
し

�

出
原
　
隆
俊

◆
無
題

�

上
野
　
修

◆
感
謝
と
少
し
の
安
堵
と

�

内
田
　
次
信



7
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平
成
二
八
年
五
月
一
五
日

（
日
）、「
近
代
大
阪
の
橋
と

オ
ダ
サ
ク　

織
田
作
之
助
を

め
ぐ
る
中
之
島
文
学
散
歩
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
文
学
研
究
者
で
あ
る

斎
藤
理
生
先
生
（
本
学
准
教

授
）
の
ご
案
内
で
、
水
晶
橋

か
ら
玉
江
橋
ま
で
、
中
之
島

に
か
か
る
橋
の
見
所
を
学
び

な
が
ら
歩
い
た
後
、
中
之
島

セ
ン
タ
ー
で
織
田
の
小
説
に

つ
い
て
講
義
を
受
け
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
下
さ
い
。

　

一
九
九
八
年
四
月
か
ら
一
九
年
間
お
世
話
に
な
り
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
あ
と
一
年
で
二
〇
年
の
阪
大
勤
務
二
十
歳
前
の
定
年
で

す
。

　

私
の
こ
ど
も
時
代
は
高
度
経
済
成
長
期
で
、
地
方
に
生
ま
れ
育
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
理
系
に
進
み
ま
し
た
。
国
語
の
成
績
は
県
内
最
上
位
ぐ

ら
い
で
し
た
が
文
系
進
学
を
勧
め
る
人
は
な
く
、
絵
も
描
き
ま
し
た
が

そ
れ
以
上
教
え
る
人
も
な
く
、
高
校
時
代
は
数
学
と
物
理
の
勉
強
に
明

け
暮
れ
ま
し
た
。
親
の
期
待
も
自
分
の
希
望
も
叶
う
よ
う
に
選
ん
だ
の

が
造
形
教
育
の
伝
統
の
あ
る
理
工
系
大
学
で
し
た
が
、
大
学
の
数
学
の

授
業
を
受
け
て
み
る
と
、
そ
の
才
能
な
し
と
自
覚
し
ま
し
た
。
大
学
院

時
代
に
は
大
阪
の
建
築
専
門
学
校
か
ら
構
造
力
学
の
非
常
勤
講
師
を
依

頼
さ
れ
数
年
間
教
え
た
の
で
す
が
、
受
講
生
に
す
ま
な
い
と
感
じ
な
が

ら
の
講
義
の
日
々
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
り
京
都
で
一
五
年

ほ
ど
教
え
る
と
、
当
時
の
大
阪
大
学
文
学
部
か
ら
お
誘
い
が
あ
り
、
史

論
研
究
と
教
育
に
集
中
で
き
そ
う
だ
と
考
え
、
母
校
に
申
し
訳
な
い
と

感
じ
な
が
ら
も
、
阪
大
の
美
学
研
究
室
に
移
っ
た
の
で
す
。

　

元
来
文
系
あ
る
い
は
芸
術
系
タ
イ
プ
の
人
間
が
、
四
〇
代
後
半
に

な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
道
に
入
っ
た
の
で
す
。
水
を
得
た
魚
と
い
う
ほ

ど
泳
げ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
後
一
九
年
間
、
建
築
か
ら

工
芸
そ
し
て
デ
ザ
イ
ン
の
美
学
ま
で
、
調
査
、
研
究
、
執
筆
に
明
け
暮

れ
、
本
学
に
も
前
任
校
に
も
貢
献
で
き
た
な
ら
い
い
の
だ
が
と
思
い
ま

す
。

　

研
究
は
ま
さ
に
文
系
の
芸
術
家
モ
リ
ス
等
が
中
心
で
、
理
系
の
知
識

な
ど
使
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
勤
務
の
阪
大

美
学
修
了
生
か
ら
の
依
頼
で
、最
近
建
築
家
ブ
ロ
イ
ヤ
ー
に
つ
い
て「
構

造
と
構
成
」
と
い
う
副
題
で
展
覧
会
図
録
の
巻
頭
論
文
を
書
き
、
初
め

て
構
造
力
学
の
知
識
を
使
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
は
ま
だ
何
か
を
始

め
た
ば
か
り
な
の
だ
と
強
く
感
じ
た
の
で
す
。
同
僚
の
皆
様
と
は
異
な

り
、
ま
だ
成
年
に
達
し
て
い
な
い
「
二
十
歳
前
の
旅
立
ち
」
で
す
。

略歴
1951年、福島県生まれ。京都
工芸繊維大学大学院修士課程、
大阪市立大学大学院博士課程修
了。京都工芸繊維大学工芸学部
を経て、1998年に大阪大学文
学部に赴任、美学専修教授。専
門分野は美学・芸術学。著書『ナ
ショナル・トラストの国』『天
体の図像学』、編著書『芸術と
福祉』、監修書に『ウィリアム・
モリス 原風景でたどるデザイ
ンの軌跡』など。

◆
二
十
歳
前
の
旅
立
ち

�

藤
田
　
治
彦

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
七
年
版
）
に
つ
い
て

　

二
〇
一
七
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
。
頒
価
（
五
千
四
百
円
・
送
料
込
）
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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第８回大阪大学文学部・文学
研究科同窓会講座のご案内

2017年5月14日（日）13時30分～
「阪急文化に親しむ

―創業者・小林一三の世界―」
●豊中キャンパスへの足として親しみのある阪急電車の創

業者小林一三の事績をたどります。逸翁美術館にて「第
一幕　THE 書～数寄者が集めた古筆、お見せします～」
を見学後、小林一三記念館を学芸員の解説付きで見学。
その後、本学名誉教授、現在阪急文化財団理事・館長で
いらっしゃる伊井春樹先生のご講演をうかがいます。

※集合場所： 逸翁美術館（阪急池田駅より徒歩10分。13時
より受け付け開始）

※講　　師： 伊井春樹先生（本学名誉教授、阪急文化財団
理事・館長）

※展示解説： 正木喜勝氏（演劇学平成12年度卒、阪急文化
財団学芸員）

※参 加 費：1,000円（入館料込）

●お申し込み方法
氏名・卒業（修了）年次・専攻を明記の上、メール又はハガキで
下記連絡先までお申し込みください。
※応募締切は、2017年4月30日（日）です。
※応募多数の場合は先着順とさせていただきます（定員30名）。
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

アーティスト・イン・レジデンス
「クリッシー・ティラー�ワークショップ＆プレゼン
テーション」の「おみおくり」イベント
（大阪大学旧石橋教職員宿舎にて）

　2014年のニューズレター第13号より、同窓会活動のこれからの更なる活動のため、みなさまに一口
二千円で呼びかけを始めさせていただきましたところ、下記のみなさまから早速に文学部・文学研究科
同窓会にご寄付を頂きまして、誠にありがとうございました。
　独立法人化の中で、同窓会活動の重要性が見直されておりますが、学部の独自性を生かして今後ど
のような支援活動をしていけるのか、多くの大学の学部・研究科で試行錯誤の段階にあります。当文学
部・文学研究科は、他学部・研究科に比べても引けを取らない多くの人材を輩出しておりますが、残念
ながら財政的な基盤が弱く、まだまだ十分な支援が出来ておりません。これからさらに多くのみなさん
にこの実情をご理解いただき、お知恵をお借りして、独自の支援活動をしていく体制を整えていきたい
と思っております。
　本同窓会といたしましては、一口二千円で今後とも多くの卒業生のみなさまにこの寄付金のことを
知っていただき、賛同の輪を広げていきたいと思っております。どうぞ今後ともご支援を頂きたく、よろ
しくお願い申し上げます。� 同窓会会長　志水紀代子

同窓会へのご寄付のお礼

同窓会寄付者
御　芳　名

（2016年 2月～2016年 12月入金分）
五十音順・敬称略

〈2015年度〉
野口　眞戒
松本　紘菓
安井　亮太

〈2016年度〉
浅井（山下）　郁
岩本（小薮）　舞
谷　　雅史


