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大阪大学文学部・文学研究科同窓会

　
去
る
二
〇
一
七
年
五
月
一
四
日
、
第

八
回
同
窓
会
講
座
と
し
て
、
正
木
喜
勝

学
芸
員
（
演
劇
学
卒
）
の
解
説
に
よ
り
、

逸
翁
美
術
館
・
小
林
一
三
記
念
館
の
展

示
ツ
ア
ー
と
、
伊
井
春
樹
館
長
（
本
学

名
誉
教
授
）
の
ご
講
義
を
う
か
が
い
ま

し
た
（
参
加
者
二
三
名
）。
ご
好
評
い

た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
文
学
部
・
文
学

研
究
科
と
ゆ
か
り
の
深
い
お
二
人
の
職

場
を
ご
紹
介
す
べ
く
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

を
実
施
し
ま
し
た
。（
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ア
ー

は
、
中
尾
薫
同
窓
会
企
画
担
当
幹
事
）

中
尾　
先
日
は
同
窓
会
講
座
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
ご
講
義
で
は
、
ご
専
門
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
な
く
、
小
林

一
三
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

伊
井　
小
林
一
三
に
つ
い
て
、
阪
急
文
化
財
団
に
所
属
す
る
者
と
し
て
、

積
極
的
に
情
報
発
信
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
て
。

中
尾　
逸
翁
美
術
館
、
小
林
一
三
記
念
館
、
池
田
文
庫
が
あ
り
ま
す
ね
。

伊
井　
逸
翁
美
術
館
は
、
小
林
一
三
が
生
涯
を
か
け
て
集
め
た
美
術
品

な
ど
五
千
点
ば
か
り
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
お

茶
道
具
が
主
で
す
が
、
絵
巻
類
、
屛
風
、
古
写
本
、
そ
れ
に
蕪
村
、
芭

蕉
な
ど
様
々
あ
り
ま
す
。
新
し
い
美
術
館
が
出
来
た
と
き
、
前
の
美
術

館
を
小
林
一
三
記
念
館
に
し
ま
し
た
。
小
林
一
三
記
念
館
は
六
〇
年
前
、

一
三
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
そ
の
住
居
を
美
術
館
に
し
た
の
が
始
ま
り
で

す
。
生
前
か
ら
一
三
は
池
田
文
化
会
館
構
想
と
い
う
の
を
持
っ
て
お
り
、

地
元
の
教
育
や
文
化
の
拠
点
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

正
木　
こ
の
応
接
室
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
絵
は
、
昭
和
二
八
年
の
池
田
美

術
館
構
想
図
で
す
。し
か
し
そ
れ
が
実
現
す
る
前
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、

結
局
小
林
一
三
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
雅
俗
山
荘
を
美
術
館
に
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
美
術
品
の
保
存
・
公
開
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
環
境

と
し
て
、
八
年
前
に
新
し
い
美
術
館
を
建
て
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
逸

翁
美
術
館
で
す
。

伊
井　
池
田
文
庫
は
、
も
と
は
宝
塚
文
芸
図
書
館
と
称
し
、
宝
塚
新
温

泉
に
来
た
人
に
、
本
を
読
ん
で
ゆ
っ
く
り
し
て
ほ
し
い
と
い
う
目
的
で
し

た
。
蔵
書
も
増
え
、
戦
後
に
な
っ
て
今
の
場
所
に
移
り
ま
し
た
。
小
林
一

三
は
、
市
や
町
に
小
さ
く
て
も
よ
い
か
ら
図
書
館
や
美
術
館
を
作
る
べ
き

　

激
動
の
二
〇
一
七
年
︵
平
成
二
九
年
︶
が
暮
れ
て
、
二
〇
一
八

年
︵
平
成
三
〇
年
︶
が
穏
や
か
に
明
け
ま
し
た
。

　

去
年
喜
寿
を
迎
え
た
一
九
四
〇
年
︵
昭
和
一
五
年
︶
生
ま
れ
の

「
六
〇
年
安
保
世
代
」
は
、「
光
陰
矢
の
如
し
」
を
日
々
実
感
し
つ
つ
、

万
感
の
思
い
を
も
っ
て
越
し
方
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

不
肖
わ
た
く
し
ご
縁
が
あ
っ
て
同
窓
会
に
幹
事
と
し
て
関
わ
ら

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
副
会
長
時
代
を
入
れ
て
一
〇
年
近

く
役
員
の
任
に
就
か
せ
て
い
た
だ
い
て
参
り
ま
し
た
が
、
こ
の
度

一
身
上
の
都
合
で
、
図
ら
ず
も
任
期
を
一
年
残
し
て
退
任
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
幸
い
に
も
柏
木
隆
雄
副
会
長
が
後
を
引
き
継

い
で
、
今
年
が
五
年
に
一
度
の
総
会
開
催
の
年
に
な
り
ま
す
が
、

そ
の
重
責
を
引
き
受
け
て
下
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
唯
々
感

謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
河
上
誓
作
前
会
長
が
大
学
改
革
の
嵐

の
な
か
で
学
部
長
を
経
験
さ
れ
、
同
窓
会
の
活
性
化
の
必
要
性
を

痛
感
さ
れ
て
、
自
ら
が
定
年
退
官
さ
れ
た
後
、
石
原
実
前
々
会
長

の
跡
を
受
け
継
い
で
会
長
に
就
か
れ
て
か
ら
は
、
意
欲
的
に
新
し

い
企
画
を
提
言
し
、
実
践
し
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
事
務
局
ス
タ
ッ

フ
に
若
い
現
役
の
先
生
方
が
幹
事
と
し
て
入
ら
れ
て
、
同
窓
生
と

の
距
離
が
近
く
な
り
、
毎
年
開
催
さ
れ
る
同
窓
会
講
座
で
は
、
阪

大
の
文
学
部
・
文
学
研
究
科
な
ら
で
は
の
企
画
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
に
他
学
部
出
身
の
同
窓
生
も
参
加
さ
れ
る
な
ど
の
う
れ
し

い
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
り
ま
し
た
。

　

柏
木
次
期
会
長
も
学
部
長
経
験
者
、
こ
う
し
た
文
学
部
独
自

の
同
窓
会
の
体
制
を
よ
く
理
解
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
大
西
愛

副
会
長
は
、
大
学
出
版
会
で
長
年
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
こ
ら
れ
て
、

文
学
部
内
外
に
幅
広
い
人
脈
を
お
持
ち
で
す
。
今
回
新
た
に
就
任

さ
れ
た
玉
井
暲
副
会
長
と
と
も
に
、
必
ず
や
次
の
世
代
に
貴
重
な

文
学
部
同
窓
会
の
伝
統
を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
頂
け
る
も
の
と
思

い
ま
す
。
今
後
の
文
学
部
・
文
学
研
究
科
同
窓
会
の
発
展
を
祈
念

し
つ
つ
、
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
挨
拶
に
替
え
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

　
「
世
の
中
に
は
変
わ
っ
て
良
く
な
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
僕
は
こ
の
島
に
は
変
わ
ら
な
い
で
い
て

欲
し
い
･
･
･
･
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
魅
力
に
な
る
日
が
い
つ

か
き
っ
と
来
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」。
自
然
豊
か
な
過
疎
の
離

島
で
、
た
っ
た
一
人
の
医
者
と
し
て
奮
闘
す
る
若
者
と
島
民
の

ふ
れ
あ
い
を
描
い
た
T
V
版
「
Dr.
コ
ト
ー
診
療
所
」。
コ
ト
ー
先

生
役
の
吉
岡
秀
隆
さ
ん
の
名
演
技
も
あ
っ
て
、
い
ま
も
涙
な
し

で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
台
詞
は
、
島
に
ゴ
ミ
処
理
場
の
誘

致
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
際
の
、
先
生
の
つ
ぶ
や
き
で
す
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
い
ま
国
立
大
学
の
人
文
系
分
野
の
存
在

を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
あ
り
、
時
に
は
極
端
な
「
人
文
系

不
要
論
」
も
耳
に
し
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
私
は
こ
の
シ
ー
ン
を

思
い
出
し
ま
す
。

　

大
阪
大
学
は
二
〇
三
一
年
の
創
立
百
周
年
へ
向
け
て
、
世
界

屈
指
の
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
大
学
と
な
る
目
標
を
掲
げ
、
全
学

一
丸
と
な
っ
て
歩
み
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

私
の
専
門
の
考
古
学
か
ら
見
る
と
、
金
属
器
の
発
明
の
よ
う

な
大
変
革
も
あ
れ
ば
、
農
耕
牧
畜
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
で

一
万
年
以
上
も
の
持
続
可
能
社
会
を
実
現
し
た
縄
文
文
化
の
場

合
は
、
変
え
な
い
こ
と
が
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
と
も
い
え

ま
す
。
変
え
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
変
え
な
い
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
。
両
者
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
人
間
そ

の
も
の
を
見
つ
め
る
人
文
学
の
大
き
な
役
割
で
す
。
た
だ
、
そ

れ
を
実
社
会
の
な
か
で
多
く
の
人
に
理
解
し
て
い
た
だ
く
努
力

が
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
不
十
分
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

人
文
学
を
学
び
巣
立
た
れ
た
同
窓
生
の
皆
さ
ま
は
、
私
た
ち

の
も
っ
と
も
身
近
な
理
解
者
で
あ
り
、
同
時
に
も
っ
と
も
厳
し

い
叱
咤
激
励
者
で
も
あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
「
教
育
ゆ
め
基
金
」

な
ど
を
通
じ
て
多
く
の
ご
芳
志
を
賜
っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
す

る
と
と
も
に
、
今
後
、
皆
さ
ま
と
の
つ
な
が
り
を
い
っ
そ
う
太

く
し
て
、
社
会
の
期
待
に
人
文
学
ら
し
く
応
え
ら
れ
る
よ
う
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

伊
井
春
樹
先
生・正
木
喜
勝
氏
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

第
8
回
同
窓
会
講
座

二
〇
一
七
年
一
一
月
二
一
日
︵
火
︶　
於
：
逸
翁
美
術
館
応
接
室

人
文
学
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

福
永
　
伸
哉

会
長
退
任
に
あ
た
っ
て
思
う
こ
と

志
水
　
紀
代
子

略歴
1940年生まれ。追手門学
院大学名誉教授。哲学哲学
史卒。著書『家族の倫理学』

（丸善）共訳『ハンナ・アー
レントとフェミニズム』（未
来社）監修『シンポジウム
記録「慰安婦」問題の真の
解決に向けて』（白澤社）
ほか。

略歴
1959年生まれ。大阪大学
大学院文学研究科博士後期
課程中退。博士（文学）。
大阪大学埋蔵文化財調査室
助手、文学研究科助教授を
経て、2005年から同教授。
日本学術会議会員。専門は
考古学で、弥生・古墳時代
史の研究が中心。大阪府百
舌鳥・古市古墳群の世界遺
産登録の活動にもかかわる。
主著に『邪馬台国から大和
政権へ』、『三角縁神獣鏡の
研究』、『古墳時代の考古学』
(全10巻、責任編集)など。

特集

﹁
阪
急
文
化
に
親
し
む

ー
創
業
者・小
林
一
三
の
世
界
ー
﹂
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も
一
緒
に
電
車
に
乗
っ
て
訪
れ
る
は
ず
で
す
。
宝
塚
は
当
時
ま
だ
終
点
で

は
な
く
、
有
馬
温
泉
へ
の
途
中
駅
で
す
よ
ね
。
ま
ず
は
箕
面
に
来
て
も

ら
お
う
と
、箕
面
に
動
物
園
を
つ
く
り
、駅
前
広
場
に
は
公
会
堂
を
設
け
、

運
動
場
も
整
備
し
、
テ
ニ
ス
大
会
を
開
催
す
る
な
ど
し
て
お
り
ま
す
。

動
物
園
や
公
会
堂
で
は
演
劇
も
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
箕
面
は
そ
れ
以

上
の
拡
大
が
で
き
な
い
。
二
年
後
に
有
馬
ま
で
の
延
伸
を
あ
き
ら
め
、
宝

塚
を
終
点
と
し
、
箕
面
の
施
設
を
移
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

宝
塚
に
新
温
泉
や
、
室
内
プ
ー
ル
の
施
設
を
持
つ
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
」
を

つ
く
り
、
箕
面
動
物
園
に
あ
っ
た
翠
香
殿
と
同
じ
く
、
宝
塚
で
も
温
泉

に
入
っ
た
人
に
、
無
料
で
演
劇
を
見
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

中
尾　
無
料
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

伊
井　
無
料
と
い
っ
て
も
、
宝
塚
ま
で
の
交
通
費
が
か
か
る
し
、
勿
論
入

浴
料
は
必
要
で
す
。
売
店
で
は
お
土
産
を
買
い
、
食
堂
で
食
事
も
す
る
。

「
た
だ
で
見
ら
れ
る
宝
塚
少
女
歌
劇
」
と
宣
伝
し
て
い
て
も
、
結
構
使
わ

さ
れ
る
で
は
な
い
か
と
、
批
判
の
記
事
も
出
て
い
ま
す
。
ま
あ
、
こ
れ
は

現
在
も
同
じ
で
す
よ
ね
。
一
日
遊
ば
せ
る
と
い
う
。

　

箕
面
で
行
っ
て
い
た
演
劇
は
、
巌
谷
小
波
の
大
阪
お
伽
倶
楽
部
に
任
せ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。駅
前
に
大
阪
お
伽
倶
楽
部
の
事
務
所
が
あ
り
、

久
松
一
声
や
高
尾
楓
蔭
が
い
ま
し
た
。
こ
の
人
達
を
宝
塚
唱
歌
隊
に
招
く

わ
け
で
す
。
高
木
和
夫
と
い
っ
た
有
名
な
音
楽
家
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

中
尾　
す
ぐ
に
決
断
し
て
、
次
に
む
け
て
行
動
す
る
力
が
素
晴
ら
し
い

で
す
ね
。

伊
井　
本
来
は
長
期
計
画
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
運
動
場
も
箕
面
で
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
ぐ
ら
い
し
か
で
き
な
い

た
め
、
豊
中
に
豊
中
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
つ
く
り
ま
し
た
。
第
一
回
全
国
中
等

学
校
優
勝
野
球
大
会
を
開
催
し
、
そ
れ
が
甲
子
園
に
お
け
る
、
現
在
の

全
国
高
等
学
校
野
球
選
手
権
大
会
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。

中
尾　
こ
ち
ら
に
は
、
そ
う
い
っ
た
小
林
一
三
の
活
動
に
関
す
る
資
料
が

豊
富
に
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
整
っ
て
き
ま
し

た
ね
。

正
木　
「
阪
急
文
化
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
で
す
ね
。
二
〇
一
七
年
四
月
か
ら

公
開
し
て
い
ま
す
。
池
田
文
庫
が
所
蔵
す
る
阪
急
や
宝
塚
歌
劇
の
歴
代

ポ
ス
タ
ー
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ポ
ス
タ
ー
は

今
で
も
駅
に
貼
ら
れ
て
い
た
り
、
車
内
に
吊
る
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
あ

れ
で
す
。

　

阪
急
は
開
業
以
来
、
鉄
道
・
住
宅
・
デ
パ
ー
ト
・
ホ
テ
ル
・
演
劇
・
ス

ポ
ー
ツ
・
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
ま

た
沿
線
で
は
寺
社
の
年
中
行
事
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
告
知
す
る
百
年
分
の
ポ
ス
タ
ー
を
ス
マ
ホ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
沿
線
に
育
ま
れ
た
文
化
や
、
現

代
に
つ
な
が
る
沿
線
の
魅
力
を
再
発
見
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

阪
大
に
通
わ
れ
た
方
に
と
っ
て
も
懐
か
し
い
も
の
が
多
い
と
思
い
ま
す

よ
。

　

そ
れ
か
ら
、
芝
居
の
浮
世
絵
も
三
万
点
ほ
ど
公
開
し
て
い
ま
す
。
ポ
ス

だ
と
い
う
、
文
化
的
意
向
を
と
て
も
強
く
持
っ
て
い
ま
し
た
。

中
尾　
ご
講
義
で
も
、
阪
急
電
車
を
こ
こ
に
引
く
た
め
に
行
っ
た
事
業

が
、
当
時
と
し
て
は
と
て
も
珍
し
い
発
想
で
し
た
が
、
現
在
で
は
当
た
り

前
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

伊
井　
大
阪
の
証
券
会
社
の
支
配
人
に
な
ら
な
い
か
と
誘
わ
れ
、
家
財

を
売
り
払
っ
て
家
族
で
東
京
か
ら
大
阪
へ
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
日
露
戦
争
後

の
不
景
気
で
証
券
会
社
が
設
立
で
き
な
く
な
り
、
無
職
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
気
の
毒
だ
と
、
当
時
三
井
物
産
が
出
資
し
て
い
た
舞
鶴
と
大
阪
を

結
ぶ
「
阪
鶴
鉄
道
」
に
雇
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
じ
頃
に
、
箕
面
有

馬
電
気
鉄
道
の
計
画
が
発
足
し
、
発
起
人
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
路
線
予
定
地
の
大
半
は
山
林
や
田
畑
で
人
口
も
少
な
く
、
電
車

を
引
く
意
味
も
な
い
と
他
の
発
起
人
達
が
手
を
引
く
と
こ
ろ
、
小
林
一
三

は
敷
設
後
の
計
画
を
立
て
、一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

基
本
的
に
電
車
は
、
都
市
と
都
市
と
を
結
ぶ
手
段
と
し
て
発
展
し
、

阪
神
電
車
は
人
口
も
多
い
神
戸
の
海
岸
沿
い
を
走
っ
て
い
た
。空
白
地
が
、

こ
の
山
の
手
の
、
阪
急
電
車
が
の
ち
に
引
か
れ
る
場
所
だ
っ
た
。
箕
面
公

園
と
有
馬
温
泉
を
目
ざ
す
電
車
に
す
ぎ
な
く
、
あ
と
は
何
も
な
い
。
小

林
一
三
は
、
日
記
に
も
書
い
て
い
ま
す
が
、
池
田
に
あ
っ
た
阪
鶴
鉄
道
の

事
務
所
か
ら
、
予
定
敷
地
を
梅
田
ま
で
二
回
歩
い
て
み
た
そ
う
で
す
。

中
尾　
二
回
も
！

伊
井　
二
回
歩
い
て
み
て
、
住
宅
を
つ
く
っ
て
人
を
乗
せ
れ
ば
い
い
じ
ゃ

な
い
か
と
。
こ
れ
が
田
園
都
市
構
想
の
最
初
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
地
域
の

住
民
を
都
市
に
通
勤
さ
せ
る
と
。
明
治
か
ら
大
正
の
大
阪
は
工
場
都
市

で
、
煤
煙
が
す
ご
か
っ
た
。
そ
う
し
た
煤
煙
の
町
に
住
む
よ
り
、
二
、
三

〇
分
離
れ
る
だ
け
で
静
か
な
住
宅
地
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
大
阪
に
通
え

ば
い
い
と
発
想
す
る
わ
け
で
す
。
ハ
ナ
か
ら
発
想
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
や
む
に
や
ま
れ
ず
、
そ
う
い
う
考
え
に
行
き
着
い
た
。
と
言
っ
て
も

沿
線
に
住
宅
を
作
り
、
通
勤
す
る
住
民
を
増
や
す
な
ん
て
一
年
や
二
年
で

は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
平
行
し
て
終
点
に
遊
覧
施
設
を
つ
く
ろ
う
と
。

一
番
遠
い
と
こ
ろ
に
、
子
ど
も
が
喜
び
そ
う
な
施
設
を
つ
く
れ
ば
、
大
人

タ
ー
と
合
わ
せ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
い
る
の
は
ま
だ
五
万
件

で
す
が
、
今
後
調
査
が
終
わ
っ
た
も
の
か
ら
順
次
追
加
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
眺
め
て
い
る
だ
け
で
も
楽
し
い
で
す
し
、
も
っ
と
研
究

に
も
活
用
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

中
尾　
最
後
に
、
同
窓
生
、
同
窓
会
に
な
に
か
お
言
葉
を
い
た
だ
け
ま

す
か
。

正
木　
ま
ず
、
ま
だ
同
窓
会
に
入
会
し
て
な
く
て
す
み
ま
せ
ん
と
（
笑
）。

伊
井　
入
っ
て
な
い
の
!?

正
木　
い
い
意
味
で
、
思
い
入
れ
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
同

窓
会
と
い
う
の
は
、
あ
る
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
子
育
て

が
終
わ
っ
た
り
、
リ
タ
イ
ア
し
た
り
、
自
分
の
時
間
が
で
き
た
と
き
に
、

ふ
と
懐
か
し
く
な
る
よ
う
な
存
在
で
い
い
ん
だ
よ
、
と
。
そ
れ
も
一
理
あ

る
な
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
将
来
の
楽
し
み
に
と
っ
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
同
窓
会
で
は
な
く
、
同
級
生
・
同
窓
生
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

仕
事
の
関
係
で
同
じ
阪
大
文
学
部
出
身
の
方
に
出
会
う
と
、
根
拠
の
な

い
頼
も
し
さ
と
か
、
親
し
み
を
覚
え
ま
す
ね
。
同
窓
会
に
は
ま
だ
入
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
ゆ
る
や
か
な
が
ら
精
神
的
な
結
び
つ
き
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。

中
尾　
伊
井
先
生
は
い
か
が
で
す
か
？

伊
井　
大
阪
大
学
は
、
情
報
発
信
を
世
界
に
対
し
て
積
極
的
に
し
て
い

ま
す
よ
ね
。
こ
れ
か
ら
は
文
学
研
究
科
も
研
究
成
果
を
も
っ
と
発
信
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
我
々
外
部
か
ら
も
支
援
で
き
る
と
思
い
ま
す
ね
。
今

は
社
会
の
ニ
ー
ズ
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
個
人
個
人
が
、
も
っ
と
情
報
発
信

を
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

中
尾　
今
日
は
貴
重
な
お
話
と
お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

伊
井
・
正
木　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

元教員・卒業生が活躍する
美術館に行ってみませんか？
◆阪急文化財団　逸翁美術館　展示情報

逸翁美術館　開館60周年記念展
One more

 「未来につなぐ 和の意
デ ザ イ ン

匠力」
2018年3月24日（土）～ 5月6日（日）

縄文・弥生、はるか昔に作られた物の姿や図
柄に、現在の私たちも新鮮な印象を覚えます。
それぞれの時代の日本人が生み出した文様や
意匠は、歴史の中で繰り返し用いられ、様々
な美術工芸品の上に形を変えて親しまれてき
ました。60周年最後を飾る本展では「平明」
「遊楽」「静寂」の三つのテーマで作品を選び、
未来につなぐ和の意匠（デザイン）力を示し
てみたいと思います。

正木喜勝学芸員
1978年京都府生まれ。博士（文学）。
2000年大阪大学文学部演劇学専修卒業。
大阪大学大学院文学研究科助教を経て、
2013年より阪急文化財団学芸員。専門は
近代日本演劇史。共著に『劇的尖端 村山
知義』『昭和戦前期プロレタリア文化運動
資料集』など。また草創期阪急の文化事業
研究にも取り組み、「草創期宝塚少女歌劇
上演目録補遺」「豊中グラウンドの誕生と
その意義」などの論文もある。

伊井春樹先生
1941年愛媛県生まれ。文学博士。愛媛大
学教育学部、国文学研究資料館を経て、
1984年より大阪大学文学部助教授・教授
として、国文学、特に中古文学の後進の育
成にあたる。2004年、名誉教授。国士舘
大学文学部教授、国文学研究資料館館長な
どを歴任し、現在は阪急文化財団理事・各
館長。『源氏物語』研究の第一人者。近年
は小林一三の研究に精力的に取り組み、『小
林一三は宝塚少女歌劇にどのような夢を託
したのか』等を著す。

プロフィール
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ロ
か
マ
ク
ロ
か
、
考
え
る
単
位
に
よ
っ
て
行
政
が
で
き
る
こ
と
は

変
わ
り
ま
す
。
私
は
、
市
民
の
生
活
の
根
幹
に
直
接
携
わ
る
こ
と

で
働
い
て
い
る
実
感
が
得
ら
れ
そ
う
だ
と
思
い
市
役
所
を
受
験
、

入
庁
し
ま
し
た
。

　

最
初
に
配
属
さ
れ
た
部
署
で
は
保
育
所
の
入
退
所
、補
助
金
や
、

学
童
保
育
全
般
に
三
年
ほ
ど
携
わ
り
ま
し
た
。三
年
経
験
し
た
後
、

次
に
異
動
し
た
文
化
・
観
光
・
ス
ポ
ー
ツ
課
で
は
、
多
く
の
人
で

賑
わ
う
猪
名
川
花
火
大
会
を
は
じ
め
、
一
庫
ダ
ム
周
遊
マ
ラ
ソ
ン

大
会
な
ど
各
イ
ベ
ン
ト
、
国
内
外
で
つ
な
が
る
市
町
と
の
交
流
、

文
化
施
設
指
定
管
理
運
営
に
係
る
事
務
な
ど
、
ま
っ
た
く
前
の
部

署
と
違
う
仕
事
に
戸
惑
い
つ
つ
、
走
り
続
け
ま
し
た
。
児
童
福
祉

の
時
と
違
う
の
は
、
あ
り
が
と
う
と
感
謝
さ
れ
た
り
、
花
火
を
楽

し
そ
う
に
み
て
い
る
観
客
を
み
た
り
す
る
と
、
実
感
を
得
や
す
い

の
で
す
。
業
務
量
は
多
い
で
す
が
、
な
か
な
か
で
き
な
い
経
験
だ

と
思
い
な
が
ら
職
務
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
九
年
、
文
化
・
観
光
・
交
流
の
仕
事
を
し
て
三
年
少
し

経
っ
た
頃
、
官
民
連
携
と
い
う
こ
と
で
市
内
企
業
で
あ
る
電
鉄
会

社
の
方
へ
人
事
交
流
と
し
て
半
年
間
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
い
き
な

り
営
業
部
署
で
働
く
こ
と
と
な
り
、知
ら
な
い
こ
と
、カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
の
連
続
で
、
半
年
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
と
て

も
有
意
義
で
、
非
常
に
濃
い
経
験
を
し
ま
し
た
。
ハ
イ
キ
ン
グ
、

イ
ベ
ン
ト
列
車
、
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
検
討
な
ど
、

め
ま
ぐ
る
し
く
も
貴
重
な
時
間
で
し
た
。

　

現
在
は
元
の
職
場
に
戻
り
、
文
化
・
観
光
・
交
流
事
業
に
再
び

従
事
し
て
い
ま
す
。

　

共
通
し
て
大
事
だ
と
実
感
し
た
の
は
、
重
要
な
の
は
人
間
関
係

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
仕
事
を
き
ち
ん
と
こ
な
す
能
力
は
も
ち
ろ

ん
、
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
、
相
手
の
気
持
ち
を
慮
る

こ
と
を
大
切
に
、
皆
さ
ま
こ
れ
か
ら
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
な

と
思
い
ま
す
。

す
。
西
洋
美
術
史
を
専
攻
し
て
い
た
こ
と
で
美
術
展
の
仕
事
が
出

来
た
ら
と
思
っ
て
い
た
の
で
が
、
今
の
と
こ
ろ
か
す
り
も
し
て
い
ま

せ
ん
。
年
と
と
も
に
自
分
の
希
望
も
移
り
変
わ
り
ま
す
し
、
好
き

な
こ
と
は
仕
事
に
し
な
い
方
が
良
い
と
い
う
お
達
し
で
し
ょ
う
か
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
美
術
展
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き
て
い
ま
せ
ん

が
、
そ
の
美
術
の
楽
し
さ
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
ゼ
ミ
で

お
世
話
に
な
っ
た
木
村
重
信
先
生
と
辻
成
史
先
生
で
す
。
残
念
な

こ
と
に
昨
年
一
月
に
木
村
先
生
の
訃
報
に
接
し
ま
し
た
。
先
生
の

豪
快
な
笑
い
声
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
辻
先
生
と
は
一
昨
年
東
京

で
集
ま
る
予
定
が
、
当
日
首
都
圏
の
交
通
が
マ
ヒ
す
る
く
ら
い
の

大
雪
に
見
舞
わ
れ
断
念
。
よ
う
や
く
昨
年
、
東
京
組
が
再
会
を
果

た
せ
、
今
も
ダ
ン
デ
ィ
な
辻
先
生
を
私
も
写
真
で
拝
見
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
今
な
ら
ま
じ
め
な
学
生
に
な
っ
て
、
休
講
を
喜

ば
ず
ど
の
講
義
も
ち
ゃ
ん
と
受
け
る
の
に
︵
お
そ
ら
く
︶、
学
生

時
代
を
懐
か
し
む
こ
の
ご
ろ
で
す
。

地
方
行
政
に
携
わ
っ
て�

鈴
江
　
惇一

　

平
成
二
三
年
四
月
に
兵
庫
県
川
西
市
役
所
に
入
庁
し
て
か
ら
、

現
在
七
年
目
。
最
初
に
驚
い
た
の
は
、
市
役
所
と
い
う
箱
の
な
か

で
、
非
常
に
多
く
の
人
々
が
様
々
な
事
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と

で
し
た
。
住
民
票
ぐ
ら
い
で
し
か
皆
さ
ん
あ
ま
り
行
か
れ
た
こ
と

が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
税
金
や
保
険
は
も
ち
ろ
ん
、
観
光
、

政
策
立
案
、
地
域
連
携
、
防
災
、
子
育
て
、
教
育
、
道
路
、
保
健
、

水
道
、
消
防
、
病
院
、
選
挙
、
市
議
会
・
・
・
こ
こ
で
は
書
き
き

れ
な
い
ほ
ど
様
々
な
事
業
が
あ
り
、
市
役
所
職
員
は
今
あ
げ
た
も

の
す
べ
て
に
か
か
わ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

就
職
活
動
時
、
民
間
か
公
務
員
か
迷
い
、
同
時
並
行
で
進
め
よ

う
と
し
ま
し
た
が
、
E
S
や
S
P
I
の
時
期
と
、
集
中
し
て
勉
強

し
た
い
時
期
が
重
な
り
、
考
え
た
末
に
公
務
員
を
選
び
ま
し
た
。

国
家
ま
で
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
勉
強
す
る
な
か
で
、
結
局
地
方
自

治
体
、そ
し
て
市
役
所
を
受
け
る
こ
と
に
最
終
的
に
決
め
た
の
は
、

ど
ん
な
こ
と
に
や
り
が
い
を
感
じ
る
か
考
え
た
か
ら
で
す
。
ミ
ク

光
陰
矢
の
ご
と
し
！
　
嬉
し
い
再
会

�

柴
田
　
三
穂
子

　

卒
業
以
来
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
無

か
っ
た
ゼ
ミ
仲
間
と
、
数
年
前
ひ
ょ
ん
な
こ

と
で
連
絡
を
取
り
合
い
、
年
に
一
度
の
ペ
ー

ス
で
集
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今

は
ロ
ン
ド
ン
、
上
海
、
東
京
、
大
阪
と
住

む
場
所
は
ば
ら
ば
ら
。
日
程
を
合
わ
す
の

が
大
変
で
す
が
、
そ
の
ぶ
ん
会
え
た
時
の

喜
び
は
ひ
と
し
お
で
す
。
会
う
た
び
に
「
全

然
変
わ
っ
て
な
い
〜
」
と
互
い
に
言
い
合
う

の
で
す
が
、
傍
か
ら
見
た
ら
立
派
な
お
っ
ち
ゃ
ん
、
お
ば
ち
ゃ
ん
。

早
い
も
の
で
、
二
〜
三
〇
代
は
あ
っ
と
い
う
間
に
通
り
過
ぎ
、
不

惑
の
四
〇
代
を
惑
い
ま
く
り
な
が
ら
過
ご
し
、
気
が
付
く
と
会
社

人
生
も
終
盤
に
！

　

振
り
返
る
と
、
会
社
で
は
主
に
ラ
ジ
オ
ス
ポ
ー
ツ
や
編
成
、
宣

伝
な
ど
を
長
く
経
験
し
、
現
在
は
放
送
後
の
番
組
を
様
々
な
形
で

マ
ネ
タ
イ
ズ
し
て
い
く
二
次
利
用
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
言
う
と
、
国
内
外
へ
の
番
組
販
売
や
配
信
、
ア
ニ
メ
や

ド
ラ
マ
、
映
画
へ
の
出
資
な
ど
で
す
。

　

放
送
局
と
い
う
と
、
制
作
や
報
道
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

か
と
思
い
ま
す
が
、
私
自
身
は
も
と
も
と
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
方

で
は
な
い
と
思
い
、
何
ら
か
の
形
で
番
組
を
支
え
る
部
署
を
希
望

し
て
い
た
の
で
、
お
お
む
ね
希
望
通
り
に
放
送
局
の
仕
事
を
様
々

な
側
面
か
ら
見
る

こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

唯
一
叶
っ
て
い

な
い
の
は
、
入
社

時
に
希
望
し
て
い

た
文
化
事
業
部
で

同
窓
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

同
窓
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

同
窓
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

本
会
で
は
、
文
学
部
・
文
学
研
究
科
の
就
職
支
援
活
動
に
協
力
す
る
一
環
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
度
よ
り
、
就
活
サ
ポ
ー
ト
講
座
を
共
催
し
て
お
り
ま
す
。

二
〇
一
七
年
度
は
、
一
〇
月
二
六
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
折
に
お
話
い
た
だ
い
た
お
二
人
か
ら
、
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

鈴江惇一（すずえ　じゅんいち）
平成19年4月　大阪大学文学部人文
学科入学
平成20年4月　同 英米文学・英語
学専修へ
平成23年3月　同 卒業　（卒論テー
マ：現代アメリカ英語の変遷につい
て）
平成23年4月　兵庫県川西市役所 
入庁。児童保育課へ配属。保育所や
学童保育関連の事業に従事。
平成26年4月　文化・観光・スポー
ツ課へ異動。
国内・国際交流事業（都市交流など）、
観光イベント（花火など）、文化事
業（文化施設、各団体、美術展など）
に従事。（平成29年7月～ 12月　人
事交流として民間企業へ派遣 ）

（左手前）長部（右奥から）新田、箱嶋、柴田

柴田三穂子（しばた　みほこ）
1986年4月　文学部入学
1990年3月　 同 美 学 科 卒 業

（西洋美術史専攻）
1990年4月　毎日放送入社
現在　同社コンテンツビジネ
ス局コンテンツ業務部

（左から）辻先生、新田、出来
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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。2013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、2017年度総計320万円ほどのご寄付をいただきました。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、お心のままにご寄付いただければ幸いです

 2017年1月〜2017年12月「教育ゆめ基金」寄付者リスト（敬称略・五十音順）
阿南婦美代
天野　一平
綾　　宣雄
荒川　正晴
荒牧　典俊
井岡　泰子
石井　悦子
石原　　実
伊東　信宏
猪岡　叶英

岩朝　弘晃
植田喜代子
上羽　和夫
浦﨑なぎさ
大石　雅章
大坪　利絹
大野篤一郎
大村　睦子
小川　英雄
尾﨑奈津美

加地　宏江
柏木加代子
柏木　隆雄
片倉　　穰
神山　孝夫
上山　　泰
川那邉依奈
岸　　彰則
北泊謙太郎
北村　　登

北村　正博
木村　純雄
金水　　敏
桑原　　恵
小嶋　正則
小谷晋一郎
小西　潤子
小林　正人
小松　洋一
小山眞理子

斎藤芙美子
佐藤みづほ
里見　軍之
真田　信治
志水紀代子
白土　芳人
鈴木多恵子
高梨　友宏
高野千鶴子
高橋　正弘

高橋　照彦
竹鼻　圭子
田島　駿斗
柘植　眞志
筒井　幹夫
中瀬富美子
中原　　計
成松　総子
西尾　元伸
貫名　淳一

野田　春美
野村　　玄
長谷川賢二
馬場　　忍
濵吉　繁子
菱田　　正
平井　真弓
平岩　　静
平田　雅子
深水香津子

福田　治子
福永　伸哉
藤川　隆男
布施　典子
別府　茉依
細川富美惠
堀上　留未
待兼60年談話会
松田　順子
間野　英二

水野　義道
南　美保子
南　　佑亮
宮川　文子
妻鹿　友弘
森田　　靖
森本由紀子
山田二三夫
山田　将文
我妻　茂美

若山　晴子

このほか、
氏名掲載を
希望されな
い方27名

◆「教育ゆめ基金」の支出（見込）（2017年4月－2018年3月）
・海外留学支援制度奨学金540,000円（3名分）・大学院生海外調査等助成380,000円（13名分）
・エラスムス・ムンドゥス・プログラム288,000円（2名分）
※2017年度末残額（見込）：10,703,000円

　英米文学・英語学専修では、毎年10月に阪大英文学会を開催しています。
阪大英文学会は、「学会」という側面と同時に英米文学・英語学専修の卒
業生・修了生の「同窓会」としての役割も果たしています。多くの場合、
現役院生、修了生、教員などの研究発表や講演とその後の懇親会からなっ
ています。
　2017年は10月28日に阪大英文学会が開催されました。今年は、阪大英
文学会設立50年（1967年設立）であり、また、英文学第四代教授・藤井
治彦先生がお亡くなりになってから20年という節目の年でもありました。
そこで、2017年の阪大英文学会は、藤井先生の思い出を各年代の教え子
たちが語る座談会と藤井先生と深いご親交があったGeorge�Hughes先生
のご講演が会の中心となりました。どの方からも藤井先生の広く深い学識、
そして楽しいお人柄を偲ばれる話を伺うことができ、「学者」という言葉
はまさにこのような方のためにあるのだろうと改めて感じました。
　また、学会のはじめの挨拶には名誉教授の河上誓作先生がお立ちにな
られ、阪大文学部及び阪大英文学会の歴史を『大阪大学文学部50年の歩
み』（1998年発刊）とともに振り返られました。若い世代は、『50年の歩み』
を見て、自分たちの先人たちの活躍を知り、誇らしく思ったようです。
　懇親会では、河上先生が喜寿をお迎えになられましたので、ささやか
ながらお祝いいたしました。河上先生は、阪大現役時代と全く同じお姿で、
溌剌とされていらっしゃいました。河上ファンの皆様には、ご安心いただ
ければと思います。
　阪大英文学会に参加し、恩師や同窓生と語らってまた次の日への活力
になったように思います。英米文学・英語学の同窓生の皆様、是非、阪
大英文学会に
お越しになっ
て皆様のご活
躍ぶりをお知
らせください
ませ。お待ち
しております。

　大阪大学文学部・文学研究科の卒業生・修了生の皆さまにはご健
勝にてお過ごしでしょうか。人文地理学講座からご挨拶を申し上げ
ます。同窓会関係のお便りに人文地理学講座から寄稿いたしますの
は珍しいことですので、ここでは簡単に人文地理学講座の歴史にふ
れておきたいと思います。
　大阪大学では1952年に人文地理学の学科目が設置され、非常勤講
師による授業が開始されました。1956年2月に人文地理学の部門が設
置され、同年5月に堀川侃先生が講師として着任されました。堀川先
生が転出後の1962年に矢守一彦先生が着任されました。人文地理学
部門は1975年に発足した文学部日本学専攻比較文化学講座へと改組
され、同年に高橋正先生が着任されました。この間、1963年には教
養部が設置され、海野一隆先生が着任されました。1994年に教養部
が廃止され、文学部も改組されて1995年に人文地理学の教室は独立
した講座となりましたが、1助教授ポストが日本学講座で運用される
形となってしまいました。高橋先生と金坂清則先生の体制の後、小
林健太郎先生・小林茂先生の体制となりましたが、小林健太郎先生
ご逝去後、1999年に堤研二が赴任し、小林茂先生のご退職後の2015
年に佐藤廉也先生が着任されています。2015年には講座化20周年を
記念して人文地理学会の大会を豊中キャンパスで開催できました。
翌年に記念行事を開催し、記念誌も刊行しました。2017年には日本
地理学会の公認資格「地域調査士」の科目認定校となりました。
　毎年2月には口頭試問を終えた後の卒業論文・修士論文の発表会
を開催しており（終了後には追い出しコンパを実施）、OB・OGの方々
もおいで頂いて有益なアドバイスを頂戴しています。人文地理学講
座では座学の講義などのほかに、演習や地域調査実習も行っており、
多様な授業を通じて社会と
の接点を意識した教育を
行っています。これからも
同窓会の皆さまのご支援を
賜りますようお願い申し上
げます。

田中英理（たなか　えり）
文学研究科文化表現論専攻英語学専修　准教授
1994-1998年大阪大学文学部
1998-2000年　大阪大学大学院文学研究科文化表
現論専攻博士前期課程
2000-2004年　大阪大学大学院文学研究科文化表
現論専攻博士後期課程（単位取得退学）
2004-2007年　日本学術振興会特別研究員（PD）
2007年　大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了（博士（文学））
愛媛大学講師、大阪医科大学講師を経て、2015年10月より現職

文学部・文学研究科では、多くの研究室がそれぞれ独自の同窓会活動を行っています。
今回は、こうした活動のうち、英米文学・英語学のものと、人文地理学のものを紹介いたします。

人文地理学講座21周年記念行事（報告会）、2016年10月22日（土）

人文地理学講座からのご挨拶� 堤　研二 阪大英文学会—設立50年を迎えて� 田中　英理
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大阪大学文学部・文学研究科同窓会

　

卒
論
・
修
論
が
必
修
と
な
っ
て
い
る
学
部
・
大
学
院
で
教
員
と
し
て
勤
め

る
こ
と
の
愉
し
み
は
、
最
終
年
度
の
論
文
作
成
を
通
じ
て
、「
化
け
る
」︵
急

激
に
成
長
す
る
︶
学
生
が
で
て
く
る
こ
と
を
ま
ぢ
か
で
見
る
こ
と
に
あ
る
。

突
破
口
を
、
苦
闘
の
す
え
に
自
力
で
見
い
だ
す
者
も
い
れ
ば
、
先
輩
や
教
員

か
ら
の
示
唆
を
き
っ
か
け
と
す
る
者
も
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
議
論
を
展
開
さ

せ
、
二
、三
か
月
の
あ
い
だ
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
最
後
の
一
か
月
で
、
読
ん

で
ワ
ク
ワ
ク
す
る
論
文
を
書
き
上
げ
る
学
生
が
出
て
く
る
と
、
二
〇
代
の
若

者
が
も
つ
知
的
爆
発
力
に
改
め
て
う
な
ら
さ
れ
る
。

　

運
動
競
技
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
高
校
生
の
時
が
一
番
の
伸
び
盛
り
で
、
高

校
野
球
の
監
督
さ
ん
な
ど
は
、
そ
の
愉
し
み
を
大
い
に
味
わ
っ
て
い
る
。
し

か
し
知
的
「
競
技
」
で
一
番
伸
び
る
の
は
、
大
学
生
や
大
学
院
生
の
時
で
あ

ろ
う
。
と
は
い
え
、
学
生
が
み
な
「
化
け
る
」
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ア
ド
バ

イ
ス
ら
し
い
も
の
を
提
供
で
き
ず
、
論
文
が
平
板
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
時
に
は
、
申
し
訳
な
い
気
分
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
の
「
大
器
晩
成
」

を
願
う
次
第
で
す
。

　

大
学
教
員
の
も
う
一
つ
の
楽
し
み
は
、
教
員
自
身
が
「
化
け
る
」
こ
と
に

あ
る
。
大
学
院
生
の
時
か
ら
、
私
は
近
世
・
近
代
の
中
国
農
村
社
会
史
を
専

攻
し
て
き
た
が
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
資
料
提
供
の
制
約
も
あ
り
、
大
縮
尺

の
地
形
図
や
地
籍
図
、
空
中
写
真
等
の
︿
地
理
空
間
情
報
﹀
を
入
手
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、︿
地
理
空
間
情
報
﹀
を
携
行
し
て
調
査
を

行
い
、
農
村
社
会
の
具
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
も
む
ず
か
し
か
っ
た
。
し
か

し
二
〇
〇
五
年
以
降
、
研
究
チ
ー
ム
を
組
ん
で
史
料
探
索
を
進
め
る
な
か
で

近
代
的
地
籍
図
等
を
「
発
掘
」
し
、︿
地
理
空
間
情
報
﹀
を
携
え
て
実
地
踏

査
や
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
を
行
う
と
い
う
、
追
い
求
め
て
き
た
手
法
に
よ

る
研
究
を
や
っ
と
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
う
ち
南
京
篇
に
つ
い
て

は
、
そ
の
成
果
を
二
〇
一
七
年
の
編
著
で
上
梓
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
広
東

篇
は
現
在
と
り
ま
と
め
中
で
す
。
乞
う
ご
期
待
。

　
一
九
九
五
年
一
月
の
阪
神
淡
路
大
震
災
は
、
阪
大
日
本
学
に
着
任
し
て
三

年
を
終
え
る
直
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
自
宅
が
西
宮
市
の
南
西
部
に
あ
り
、
震

度
七
の
被
災
で
あ
っ
た
。
当
時
、
三
世
代
七
人
家
族
で
暮
ら
し
て
い
た
が
、

家
は
半
壊
し
、
電
気・水
道・ガ
ス
が
復
旧
し
た
の
は
四
月
に
入
っ
て
か
ら
だ
っ

た
。

　

数
多
く
の
学
生
・
教
職
員
が
被
災
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
、
避
難
所
暮
ら

し
と
卒
業
・
入
学
業
務
が
待
っ
た
な
し
で
進
み
、
ま
ず
今
日
を
過
ご
す
こ
と

が
精
一
杯
の
日
々
だ
っ
た
。
当
初
寸
断
さ
れ
た
鉄
道
に
は
復
旧
と
と
も
に
利

用
者
が
戻
っ
て
き
た
。
阪
急
神
戸
線
。
武
庫
川
を
境
に
、
大
阪
側
は
き
ら
び

や
か
で
、
神
戸
側
は
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
が
目
立
っ
た
。
多
く
の
乗
客
の
姿
は
、

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
、
軍
手
、
帽
子
、
ス
ニ
ー
カ
ー
。
駅
と
家
を
往
復
す
る
に
は
、

こ
の
姿
が
最
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
私
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
仕
事

帰
り
に
同
僚
や
学
生
さ
ん
と
石
橋
駅
で
挨
拶
し
て
か
ら
、
リ
ュ
ッ
ク
に
詰
め

た
洗
濯
物
を
石
橋
温
泉
の
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
に
放
り
込
み
、
待
ち
時
間
に

近
所
の
立
ち
吞
み
屋
で
暖
を
取
る
、
と
い
う
ル
ー
テ
ィ
ン
を
続
け
た
こ
と
を

忘
れ
は
し
な
い
し
、
熱
燗
へ
の
こ
だ
わ
り
を
反
省
す
る
こ
と
も
な
い
。

　

二
〇
〇
三
年
突
然
に
、
築
五
〇
年
の
自
宅
の
二
階
か
ら
玄
関
が
崩
落
し
た
。

半
壊
か
ら
二
度
修
理
し
た
も
の
の
来
る
べ
き
も
の
が
来
た
、
一
旦
は
収
め
た

は
ず
の
痕
跡
が
露
呈
し
た
の
だ
と
思
っ
た
。
震
災
か
ら
八
年
目
の
こ
と
だ
っ

た
。
建
替
え
の
間
、「
震
災
後
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
か
み
し
め
た
。

　

関
東
大
震
災
、
阪
神
淡
路
大
震
災
、
東
日
本
大
震
災
を
テ
ー
マ
に
在
日
外

国
人
の
動
向
に
焦
点
を
あ
て
た
授
業
を
行
っ
た
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
毎
回
様
々
な
痛
覚
を
感
じ
な
が
ら
の
講
義
と
な
っ
た
。

　

被
災
後
、
リ
ュ
ク
サ
ッ
ク
と
ス
ニ
ー
カ
ー
を
愛
用
し
て
今
に
至
っ
て
い
る
。

風
変
り
な
教
員
と
思
わ
れ
よ
う
と
、
そ
れ
が
私
の
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
あ
り
方
を
受
け
入
れ
て
下
さ
っ
た
文
学
研
究
科
・
文
学
部
の
皆
様

に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

こ
の
学
校
で
た
く
さ
ん
の
学
生
に
出
会
っ
た
。
一
人
一
人
さ
ま
ざ
ま
な
思
い

出
が
あ
る
が
、
忘
れ
ら
れ
な
い
一
人
の
学
生
に
つ
い
て
書
い
て
お
き
た
い
。
そ

の
学
生
、
Ｍ
く
ん
は
僕
の
研
究
室
に
所
属
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
入
学
時
に

共
通
教
育
の
授
業
の
取
り
方
に
つ
い
て
相
談
に
来
た
の
で
あ
る
。
合
格
後
、

が
ん
が
見
つ
か
り
、
通
院
治
療
を
行
い
な
が
ら
受
講
す
る
の
で
、
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
よ
い
か
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

美
術
史
に
興
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
研
究
室
に
来
て
い
た
だ
き
、
さ
ら

に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
僕
の
問
い
か
け
に
彼
は
、
ロ
シ
ア
の
辺
境
の
美
術
、

ス
ペ
イ
ン
の
宮
廷
絵
画
の
こ
と
な
ど
、
熱
心
に
語
り
始
め
た
の
だ
が
、
日
本

美
術
に
も
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
知
識
量
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

展
覧
会
に
も
し
ば
し
ば
足
を
運
ん
で
お
り
、
作
品
に
素
直
に
感
応
で
き
る
目

を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
僕
が
美
術
史
の
ス
タ
ッ
フ
の
こ
と
や
専
門

課
程
で
毎
週
金
曜
に
行
う
見
学
演
習
の
こ
と
な
ど
を
説
明
す
る
と
、
本
当
に

楽
し
み
に
し
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。

　

講
義
が
始
ま
り
、
彼
は
放
射
線
治
療
の
合
間
、
二
週
に
一
度
く
ら
い
講
義

を
聴
講
し
て
い
た
。
講
義
の
後
に
し
ば
し
ば
美
術
史
に
つ
い
て
の
お
話
を
し

た
。
そ
ん
な
と
き
、
僕
の
方
が
突
然
休
講
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
障
害

の
あ
る
次
男
の
容
態
が
急
変
し
、
介
助
で
手
が
離
せ
な
い
状
況
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
な
ん
と
か
登
校
で
き
た
日
の
授
業
で
、
事
情
を
お
話
し
し
て
、
僕

の
講
義
は
来
週
か
ら
同
僚
の
先
生
方
に
代
わ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
、
と
伝
え
た
。
そ
の
講
義
後
、
Ｍ
く
ん
が
教
卓
ま
で
や
っ
て
き
て
「
何

が
あ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
」
と
僕
を
慰
め
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
優

し
い
澄
ん
だ
目
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　

そ
の
後
Ｍ
く
ん
が
専
門
課
程
に
進
学
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
僕
の
方
は

同
僚
や
地
域
の
助
け
も
あ
っ
て
な
ん
と
か
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、

彼
は
そ
の
年
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
。
あ
の
聡
明
な
魂
は
、
ど
こ
か
ら
来
て
、

ど
う
し
て
僕
に
語
り
か
け
、
そ
し
て
ど
こ
へ
行
っ
た
だ
ろ
う
と
今
も
と
き
お

り
考
え
る
。

略歴
1952年生まれ。東京大学人
文科学研究科博士課程中退。
高知大学人文学部を経て、
1989年に大阪大学文学部着
任。著書に、『華中・南デル
タ農村実地調査報告書』（共
著／大阪大学文学部紀要34　
1994）、『近代東アジア土地
調査事業研究』（編著／大阪
大学出版会　2017）、『清代
珠江デルタ図甲制の研究』

（ 単 著 ／ 大 阪 大 学 出 版 会　
2018年刊行予定）など。

略歴：
1953年、京都市生まれ。京
都大学経済学部、大阪市立
大学修士課程、関西大学博
士課程修了。博士(経済学)。
関西大学教授を経て、1992
年大阪大学文学部助教授、
1999年大阪大学大学院教授。
日本学／文化交流史。著書
に『オリエントへの道―ド
イツ帝国主義の社会史』、『越
境する民―近代大阪の朝鮮
人史研究』、『中国人強制連
行』、共編著に岩波講座『ア
ジア・太平洋戦争』など。

略歴
1953年、愛媛県生まれ。東
京大学大学院博士課程中退。
大阪府立大学専任講師を経
て、1991年に着任。著書に

『彦根屛風―屛風劇の演出』
（平凡社）、『俵屋宗達』（新
潮社）、『舟木本洛中洛外図
―町の音が聞こえる』（小学
館）、『屛風をひらくとき』（阪
大出版会）など。

退
職
さ
れ
る
先
生
方
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

（
五
十
音
順
）

◆
Ｍ
く
ん
の
こ
と

�

奥
平　

俊
六

◆﹁
化
け
る
﹂の
を
見
る
愉
し
み
︑す
る
楽
し
み

�

片
山　

剛

◆
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
と
ス
ニ
ー
カ
ー

�

杉
原　

達
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私
は
高
度
成
長
期
に
幼
少
期
を
過
ご
し
た
。
田
ん
ぼ
だ
っ

た
田
舎
の
土
地
に
バ
タ
ー
の
箱
の
よ
う
な
集
合
住
宅
が
い
き
な

り
立
ち
は
じ
め
、
広
大
な
団
地
が
瞬
く
間
に
形
成
さ
れ
た
さ

ま
を
今
で
も
記
憶
し
て
い
る
し
、
そ
う
し
た
団
地
に
数
年
住

ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
時
、
団
地
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
憧
れ

で
、
子
連
れ
の
若
い
夫
婦
が
大
量
に
流
入
す
る
と
、
敷
地
内
に

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
街
や
幼
稚
園
、
小
中
学
校
ま
で
建
設
さ
れ
て
、

鄙
び
た
農
地
は
郊
外
の
若
々
し
い
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
へ
と
変
貌
し

た
の
だ
っ
た
。
だ
が
、人
が
歳
を
と
る
よ
う
に
町
も
歳
を
と
る
。

あ
れ
か
ら
半
世
紀
が
過
ぎ
て
子
供
た
ち
の
歓
声
が
消
え
る
と
、

あ
と
に
は
煤
け
た
郷
愁
と
過
疎
が
残
っ
た
。
私
が
幼
少
期
に
住

ん
だ
団
地
な
ど
今
は
形
跡
も
な
く
、
な
に
か
大
掛
か
り
な
ペ
テ

ン
に
遭
っ
て
巨
人
の
夢
に
で
も
巻
き
込
ま
れ
た
気
分
だ
。

　

私
は
、
偉
く
な
り
た
い
と
か
有
名
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
こ

と
は
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
、
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
か
社
会

に
貢
献
し
た
い
と
願
っ
た
こ
と
も
な
い
、
覇
気
の
な
い
匿
名
希

望
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
私
の
こ
う
し
た
生
活
信
条
は
お
そ

ら
く
高
度
成
長
期
の
あ
の
幼
少
期
に
形
成
さ
れ
、
平
凡
な
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が
団
地
の
向
こ
う
に
人
並
み
の
近
代
的
な
未
来
を

夢
見
た
よ
う
に
、
大
衆
の
英
知
と
人
類
の
発
展
と
を
漠
然
と

信
じ
た
結
果
な
の
だ
と
思
う
。
私
は
、
大
阪
大
学
と
い
う
広

大
な
団
地
の
一
棟
・
文
学
研
究
科
に
あ
る
、
中
国
文
学
研
究
室

と
い
う
一
室
に
一
七
年
半
の
あ
い
だ
籍
を
置
き
、
前
任
の
灯
り

を
受
け
継
い
で
来
者
を
待
っ
た
。
よ
く
働
い
た
つ
も
り
は
な
い

が
、
不
真
面
目
だ
っ
た
つ
も
り
も
な
い
。
匿
名
希
望
ど
お
り
の

生
活
だ
っ
た
ろ
う
。
文
明
は
、
そ
れ
自
体
が
歳
を
と
る
。
文
学

研
究
科
と
い
う
一
棟
は
そ
の
う
ち
取
り
壊
さ
れ
、
広
大
な
団
地

も
や
が
て
は
姿
を
消
す
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
集
合
住
宅
の
窓
々

に
宿
っ
て
い
た
さ
さ
や
か
な
灯
り
を
一
人
で
も
多
く
の
人
が
記

憶
し
、
そ
こ
に
あ
っ
た
夢
の
数
々
を
一
人
で
も
多
く
の
人
が
懐

か
し
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
八
年
に
阪
大
に
着
任
し
て
一
〇
年
間
、
与
え
ら
れ
た
役

割
を
果
す
べ
く
駆
け
抜
け
た
日
々
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
高
知
〜

名
古
屋
〜
静
岡
〜
福
岡
〜
ド
イ
ツ
〜
福
岡
〜
静
岡
と
移
り
住
み
、

関
西
は
い
つ
も
素
通
り
ば
か
り
で
縁
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
寝

耳
に
水
の
よ
う
に
声
を
か
け
ら
れ
て
、
も
う
骨
を
埋
め
る
つ
も
り

に
な
っ
て
い
た
静
岡
か
ら
、
慣
れ
な
い
「
ぼ
け
と
つ
っ
こ
み
」
の

地
に
恐
る
恐
る
や
っ
て
来
ま
し
た
。

　

な
に
せ
、
今
で
は
「
折
々
の
こ
と
ば
」
の
著
者
と
し
て
有
名
な
、

当
時
阪
大
総
長
と
な
っ
た
方
の
後
任
ポ
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
、
そ

れ
を
継
承
す
る
の
は
荷
が
重
す
ぎ
る
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
私
が

前
任
校
で
や
っ
て
来
た
こ
と
を
続
け
て
も
ら
え
ば
い
い
と
言
わ
れ

て
、
そ
れ
な
ら
と
、
一
〇
年
間
あ
れ
ば
何
か
新
し
い
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
意
欲
も
も
ち
な
が
ら
、
や
り
た
い
こ
と
・
で
き
る
こ
と

だ
け
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

大
阪
大
学
教
授
と
い
う
肩
書
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、

一
〇
年
間
で
、
そ
れ
な
り
に
多
数
の
論
文
、
研
究
発
表
、
講
演
を

こ
な
し
、
社
会
人
学
生
教
育
に
力
を
入
れ
る
と
と
も
に
、
多
数
の

博
士
論
文
の
主
査
を
務
め
、
社
会
連
携
の
活
動
に
も
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。
定
年
退
職
直
前
に
な
っ
て
、
編
著
お
よ
び
単
著
の
図

書
三
冊
を
刊
行
予
定
で
、
背
負
っ
て
き
た
肩
書
を
最
後
に
そ
れ
な

り
に
果
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

　

在
職
中
に
何
よ
り
楽
し
か
っ
た
の
は
、
海
外
出
張
の
機
会
を
多

く
得
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
科
研
費
の
海
外
調
査
研
究
に
よ
り
北
欧

諸
国
を
、
ま
た
、
研
究
仲
間
と
の
学
術
交
流
に
よ
り
東
ア
ジ
ア
諸

国
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
・
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
大
学
と
の
交
流
協
定
に
よ
り
三
度
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に

滞
在
で
き
た
の
は
、
阪
大
に
来
た
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
た
こ
と

と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

定
年
退
職
後
は
、特
に
関
西
地
区
に
留
め
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、

静
岡
の
自
宅
で
静
か
な
余
生
を
送
る
た
め
に
帰
る
こ
と
に
な
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、阪
大
で
過
ご
し
た
一
〇
年
間
を
「
邯

鄲
の
夢
」
の
よ
う
に
懐
か
し
く
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

略歴
京都大学大学院博士後期課
程退学。追手門学院大学文
学 部 を 経 て、2000年10月
に大阪大学。著書に『モン
ゴル時代道教文書の研究』、
共著に『『董解元西廂記諸宮
調』研究』、『成化本『白兎記』
の研究』、『烏臺筆補の研究』、

『元典章が語ること―元代法
令集の諸相―』など。

略歴
1952年高知県生まれ。九州
大学大学院文学研究科博士後
期課程単位取得退学、ドイツ
留学ののち、九州大学文学部
助手、静岡大学人文学部助教
授、同教授を経て、2008年
より大阪大学に。著書に『可
能性としてのフッサール現象
学』、編著書に『北欧ケアの
思想的基盤を掘り起こす』、
監訳書にフッサール『間主観
性の現象学』全三巻、など。

◆
夢
の
な
ご
り

�

高
橋　

文
治

◆
一〇
年
間
で
で
き
る
こ
と

�

浜
渦　

辰
二

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
。
八
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
：
舟
場 

保
之
（
Ｓ
六
一
卒
）

総
務
：
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
）

●
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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伊井春樹名誉教授による講演（池田文庫）

2018年同窓会総会について
5年に一度開催される同窓会総会は、文学部創立70周
年記念事業に合わせて、2018年11月23日（金、祝日）
に大阪大学会館（豊中キャンパス）において開催する
こととなりました。詳細につきましては、今後、記念
事業委員会の検討を経て、決定されます。多くのみな
さまとお会いできることを楽しみにしております。

記念講演会について
2017 年度文化勲章受章者斯波義信名誉教授（東洋史）および 2017 年
度文化功労者東野治之名誉教授（日本史）の記念講演会を、2018年4
月 30 日（月、振休）14 時 ︲17 時に、大阪大学基礎工学国際棟（シグ
マホール）（豊中キャンパス）において開催いたします。

第9回大阪大学文学部・文学研究科
同窓会講座のご案内

2018年5月12日（土）13時30分～（13時受付開始）
大阪大学中之島センター9F会議室1・2

「文学と音楽の午後」
第1部講演（和田章男文学研究科教授）、第2部大阪大学交響楽
団OB/OGによる弦楽四重奏
●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、2018年4月30日（月）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

正木喜勝学芸員による解説（小林一三記念館）

　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が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

（2017年 1月～2017年 12月入金分）
敬称略

神谷かをる

文学と音楽の午後

13 時 30 分－16 時ごろ（13 時受付開始）
大阪大学中之島センター 9F 会議室１・２

（〒530-0005　大阪市北区中之島 4-3-53）

◆ 第１部
講演「文学と音楽が出会うとき

―フランス人作家によるベートーヴェン受容―」
講師：和田章男　教授（大阪大学文学研究科フランス文学専門分野）

講演要旨：
「苦悩から歓喜へ」というメッセージを音楽に込めたベートーヴェンの神話
化の軌跡を、絵画・彫像・伝記により検証し、パリでベートーヴェン人気
が興隆する 20 世紀初頭において、プルーストやロマン・ロランなどフラン
ス人作家たちがどのようにベートーヴェンを受容したのかを紹介します。
プルーストは、晩年に好んで聴いた後期弦楽四重奏曲の中に何を見出した
のか、それは老いと病を創造力へと転換する逆転の発想でした。

講師紹介：
1954 年生。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。パリ第四大学第三課
程博士（文学）。大阪大学文学部助手、言語文化部講師、助教授を経て、
1993 年大阪大学文学部助教授、1999 年文学研究科助教授、2004 年より現職。
専攻：フランス文学

◆ 第２部
大阪大学交響楽団 OB/OG による弦楽四重奏

（リーガロイヤルホテルのお茶とケーキとともにお楽しみください）

曲目： ベートーベン　弦楽四重奏曲第 15 番　イ短調　作品 132 より
3・4・5 楽章、その他。
奏者 ： 1st Vn. 岡崎鈴代（阪大医学部卒）、2nd Vn. 田中英理（阪大文学部卒・
現文学研究科准教授（英語学））、Va. 今田健太郎（阪大文学部卒）、Vc. 安
彦郁（阪大医学部卒）

文
学
と

音
楽
、二
つ
の
文
化
の
接
点
を

講
演
と
弦
楽
四
重
奏
で
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
す
。

第 ９ 回 大 阪 大 学 文 学 部 ・ 文 学 研 究 科  同 窓 会 講 座 （ ２０１８年度 ）

参　加　費：1000 円
 　　 （リーガロイヤルホテル大阪のお茶とケーキ付き）

お申し込み：平成 30 年 4 月 30 日（月・祝）まで。
大阪大学文学部・文学研究科同窓会のサイトからお申し込
みください。http://www.let.osaka-u.ac.jp/dousou/
メ ー ル（dousoukai@let.osaka-u.ac.jp）及 び ハ ガ キ
(〒560-8532　豊中市待兼山町 1-5　大阪大学文学部・文学
研究科同窓会）でのお申し込みも受け付けております。メー
ルの際は、お名前、卒業年、専攻、参加人数、ご連絡先を
明記の上、お申し込みください。
なお、先着 30 名とさせていただきます。

文
学
と

音
楽
の

午
後

第
９
回
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科 

同
窓
会
講
座
（
２
０
１
８
年
度
）

Romain Rolland Marcel Proust
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 Ludwig van Beethoven

大阪大学中之島センター

〈第１部〉
講演「文学と音楽が出会うとき

―フランス人作家によるベートーヴェン受容―」
講師：和田章男　教授（大阪大学文学研究科フランス文学専門分野）

〈第２部〉
大阪大学交響楽団OB/OGによる弦楽四重奏
曲目：ベートーベン　弦楽四重奏曲第 15 番　イ短調　
　　　作品 132 より 3・4・5楽章、その他


