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熊本学園大学外国語学部教授　岩佐 昌 

一九二〇年代 
中国留学生の選択 

　
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
九
州
大
学
に
は

後
に
中
国
文
学
史
に
名
を
残
す
こ
と
に
な

る
三
人
の
留
学
生
が
学
ん
で
い
る
。郭
沫
若（
か

く
ま
つ
じ
ゃ
く
‥ 

1
8
9
2
〜
1
9
7
6
）、

陶
晶
孫（
と
う
し
ょ
う
そ
ん
‥
1
8
9
7
〜

1
9
5
2
）、夏
衍（
か
え
ん
‥
1
9
0
0

〜
1
9
9
5
）の
三
人
で
あ
る
。 

　
郭
沫
若
は
中
国
四
川
省
の
出
身
で
、１
９

１
４
年
来
日
、岡
山
の
第
六
高
等
学
校
を
経
て
、

１
９
１
８
年
夏
、九
大
医
学
部
入
学
の
た
め

福
岡
に
来
た
。
当
時
、大
学
は
9
月
に
新
学

期
が
始
ま
る
制
度
だ
っ
た
。
入
学
後
、郭
沫

若
は
ゲ
ー
テ
、ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
、タ
ゴ
ー
ル
と
い
っ

た
詩
人
の
作
品
を
読
み
、そ
の
強
い
影
響
下

に
自
ら
も
詩
作
を
は
じ
め
る
。
彼
の
詩
は
自

分
の
生
ま
れ
た
封
建
的
な
中
国
社
会
へ
の

反
逆
と
、自
我
解
放
の
主
張
を
綴
っ
た
も
の

だ
っ
た
が
、彼
は
そ
れ
を
松
原
の
広
が
る
箱

崎
海
岸
の
白
砂
青
松
や
、博
多
湾
の
風
景
を

背
景
に
う
た
っ
た
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
１
９

２
１
年
出
版
さ
れ
た
詩
集
『
女
神
』
は
同
時

代
の
中
国
で
大
き
な
反
響
を
ま
き
お
こ
し
、

中
国
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
文
学
の
源
泉
の
一
つ

と
な
っ
た
。
郭
沫
若
は
１
９
２
３
年
卒
業
す

る
が
、医
者
に
は
な
ら
ず
文
学
の
道
を
歩
み
、

同
時
に
革
命
家
と
し
て
活
躍
す
る
。 

　
郭
沫
若
に
１
年
遅
れ
て
、や
は
り
九
大
医

学
部
に
入
学
し
た
者
に
陶
晶
孫
が
い
る
。
陶

は
江
蘇
省
無
錫
の
旧
家
に
生
ま
れ
、小
学
校

の
と
き
か
ら
日
本
で
育
っ
た
。
九
大
で
は
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
に
所
属
、当
時
の
演
奏
会
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
彼
の
名（
陶
熾
‥
と
う
し
）を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
九
大
時
代
に
陶
は
郭
沫

若
と
と
も
に
同
人
誌
を
つ
く
り
、郭
の
文
学

的
盟
友
だ
っ
た
。
郭
沫
若
夫
人
は
佐
藤
を
と

み
と
い
う
日
本
人
だ
が
、陶
晶
孫
は
彼
女
の
妹
・

み
さ
を
を
妻
と
し
て
い
る
。
陶
は
文
学
と
音

楽
の
才
能
に
恵
ま
れ
た
多
才
な
青
年
だ
っ
た
。

し
か
し
郭
沫
若
と
違
っ
て
医
学
と
関
わ
り
を

も
ち
な
が
ら
文
学
活
動
を
続
け
た
。 

　
郭
沫
若
と
陶
晶
孫
は
と
も
に
創
造
社
に

属
し
て
活
躍
し
た
。
創
造
社
は
１
９
２
０
年

代
中
国
の
文
壇
を
文
学
研
究
会
と
二
分
し

た
有
力
文
学
団
体
で
、１
９
２
１
年
東
京
で

結
成
さ
れ
、メ
ン
バ
ー
は
す
べ
て
当
時
日
本
で

学
ぶ
中
国
人
留
学
生
だ
っ
た
。
創
造
社
の
成

立
に
は
、箱
崎
の
地
が
関
わ
っ
て
い
る
。
郭
沫

若
が
福
岡
に
来
て
間
も
な
く
、彼
は
下
宿
近

く
の
箱
崎
宮
参
道
で
張
資
平
と
い
う
青
年

に
出
会
う
。
張
資
平
は
後
に
通
俗
的
恋
愛

小
説
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

当
時
は
第
五
高
等
学
校（
今
の
熊
本
大
）の

学
生
で
、こ
の
日
箱
崎
海
岸
に
海
水
浴
に
来

て
い
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
一
高
予
科
時
代

す
で
に
顔
見
知
り
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
二
人

は
自
分
た
ち
で
新
し
い
文
学
雑
誌
を
作
ろ

郭沫若 陶晶孫 夏衍 
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う
と
話
し
合
う
。
箱
崎
で
の
こ
の
偶
然
の
出

会
い
が
、三
年
後
創
造
社
の
結
成
を
も
た
ら

す
の
で
あ
る
。 

　
こ
の
二
人
の
卒
業
後
の
１
９
２
６
年
、九
大

工
学
部
に
入
学
し
た
の
が
夏
衍
で
あ
る
。
夏

衍
は
浙
江
省
出
身
。
明
治
専
門
学
校（
今
の

九
州
工
大
）に
留
学
、在
学
中
に
国
民
党
に

入
党
、日
本
支
部
組
織
部
長
と
な
っ
た
。
九

大
入
学
は
留
学
生
に
支
給
さ
れ
る
奨
学
金

を
得
て
政
治
活
動
を
す
る
た
め
の
方
便
だ
っ

た
か
ら
、実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
授
業
な
ど
受

け
ず
、翌
年
に
は
帰
国
し
て
共
産
党
に
入
り
、

党
の
指
示
で
左
翼
文
芸
活
動
に
従
事
し
た
。

映
画
と
演
劇
の
分
野
で
活
動
し
、今
日
の
中

国
映
画
と
演
劇
の
基
礎
を
築
い
た
。 

　
い
ま
駆
け
足
で
紹
介
し
た
三
人
は
、い
ず

れ
も
中
国
現
代
文
学
の
歴
史
の
中
で
大
き

な
役
割
を
演
じ
た
人
々
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ

は
彼
ら
が
九
大
で
学
ん
だ
専
門
知
識
を
生

か
し
た
結
果
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
彼
ら
は

専
門
を
捨
て
た
の
だ
。
郭
沫
若
は
卒
業
に
当

た
っ
て
国
内
か
ら
来
た
医
師
へ
の
誘
い
を
「
医

者
は
ど
れ
だ
け
が
ん
ば
っ
て
も
少
数
の
患
者

の
疾
病
を
治
せ
る
だ
け
だ
。
祖
国
を
早
く
目

覚
め
さ
せ
る
に
は
文
学
が
必
要
だ
」
と
し
て

断
っ
た
と
い
う
。
九
大
に
学
ん
だ
す
べ
て
の
留

学
生
が
郭
沫
若
ら
と
同
じ
道
を
歩
み
え
た

わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、も
っ
と
大
き
な
目
的

の
た
め
に
学
ん
だ
専
門
を
捨
て
た
彼
ら
の
選

択（
生
き
方
）に
は
、日
本
が
中
国
に
対
す
る

政
治
的
、軍
事
的
圧
迫
を
強
め
て
い
た
時
代
の
、

中
国
留
学
生
に
共
通
す
る
思
考
の
原
型
が

象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

1942年生まれ。大阪市立大学

大学院文学研究科博士課程単

位取得退学。05年3月まで九

州大学大学院言語文化研究院

教授。05年4月より熊本学園

大学外国語学部教授。著書『中

国少数民族と言語』（光生館、

1983年）、『紅衛兵詩選』（共編著、

中国書店、2001年）、『文革期

の文学』（花書院、2004年）、『八

〇年代中国の内景─その文学

と社会』（同学社、2005年）など。 Masaaki Iwasa
いわさ・まさあき

�福岡医科大学正門（九州帝国大学医科大学の前身） 

�郭沫若在学当時の大学構内、1920（大正9）年 
 

出　典：九州大学創立七十五周年記念事業委員会、 
　　　 『写真集九州大学史1911-1986』、 
　　　 九州大学出版会、1986年 
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中国古典文学専攻。

現在は主に六朝～唐の詩文、

そしてその影響を強く受ける

日本の中古・中世の書籍文化

史を研究。

著書に『白居易諷諭詩の研究』（勉

誠出版2000）、共著に『わかり

やすくおもしろい中国文学講義』

（中国書店2002）、『漢文教育

の諸相：研究と教育の視座から』

（大修館書店2005）などがある。

Takeshi Shizunaga
しずなが・たけし

 

人文科学研究院助教授　 静永　健 

日本における中国古典文学の 
伝播とその展開に関する研究 

   

　
こ
の
研
究
は
、文
科
省
特
定
領
域
科
研
「
東

ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝
統
文
化
の

形
成
│
寧
波
を
焦
点
と
す
る
学
際
的
創
生
│
」

（
代
表
‥
小
島
毅
東
京
大
学
助
教
授
）中
の

35
部
門
に
分
か
れ
る
研
究
班
の
一
つ
で
す
。

こ
の
研
究
課
題
は
、中
国
浙
江
省
東
岸
に
位

置
し
、近
代
以
前
ま
で
中
国
最
大
の
貿
易

港
で
あ
っ
た
寧
波（
ニ
ン
ポ
ー
）を
そ
の
研
究

上
の「
交
差
点
」
と
し
、歴
史
、文
化
、思
想
、

民
間
信
仰
、政
治
制
度
、文
学
、芸
術
、芸
能

な
ど
様
々
な
角
度
か
ら
、中
国
と
日
本
、そ

し
て
朝
鮮
半
島
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
島
ま
で
を

も
含
む
交
流
の
実
態
と
、そ
の
中
で
の
日
本

伝
統
文
化
の
形
成
過
程
を
考
え
よ
う
と
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
私
が
代
表
を
務
め
る

研
究
班
は
、こ
の
千
二
百
年
間
、日
本
で
中

国
の
古
典
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か

を
検
証
す
る
も
の
で
す
。
実
は
、こ
の
よ
う
な

ア
プ
ロ
ー
チ
は
今
ま
で
は
十
分
に
行
わ
れ
て

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、国
文
学
研

究
は
当
然
の
よ
う
に
仮
名
文
字
で
書
か
れ

た
も
の
や
日
本
人
が
書
い
た
漢
詩
文
を
主

な
対
象
と
し
て
い
ま
す
し
、中
国
文
学
の
研

究
で
は
や
は
り
中
国
本
土
で
の
創
作
活
動
の

分
析
が
中
心
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
研
究
を
進

め
る
に
つ
れ
、こ
の
空
白
だ
っ
た
分
野
に
興
味

深
い
発
見
が
幾
つ
も
あ
り
大
変
驚
い
て
い
ま
す
。 

   

　
日
本
に
は
古
く
8
〜
9
世
紀
よ
り『
文
選
』

や
『
白
氏
文
集
』
な
ど
が
伝
来
し
、そ
の
写

本
が
正
倉
院
な
ど
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
古
い
写
本
は
本
国
中
国
に
は
ほ

と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
の
中
国
で
は
、

12
世
紀
以
降
宋
元
明
時
代
の
木
版
印
刷
の

も
の
が
最
も
古
く
、両
者
を
比
較
し
て
み
る

と
本
文
や
解
釈
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
り

ま
す
。
従
来
こ
れ
ら
日
本
に
残
る
古
写
本
の

文
字
は
、日
本
人
の
誤
写
・
誤
読
と
さ
れ
、顧

み
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
し
た
。
し
か
し
、シ
ル

ク
ロ
ー
ド
の
中
継
都
市
・
敦
煌
か
ら
出
土
し

た
10
世
紀
末
の
写
本
『
白
氏
文
集
』
の
字

句
は
、そ
れ
ま
で
は
誤
写
と
さ
れ
て
い
た
日

本
現
存
の
も
の
に
一
致
し
た
の
で
す
。
中
国
で

は
早
く
か
ら
印
刷
技
術
が
発
達
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、印
刷
の
過
程
で
間
違
い
が

な
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。一
方
、仮
名
文
字
文

化
を
持
つ
日
本
で
は
印
刷
技
術
の
本
格
的

日
本
に
し
か
残
っ
て
い
な
い 

貴
重
な
中
国
古
典
文
学 

�寧波大学とのセレモニー 

�古写本調査風景 

研
究
の
概
要 



比較社会文化研究院教授　 中橋 孝博 

中国・中原地域出土の古人骨に 
関する人類学的研究 
渡来系弥生人の起源を巡って―― 

�中国・寧波市での現地調査 

   
　
日
本
人
の
起
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
弥
生
人（
紀
元
前
5
世
紀
か
ら
紀
元

3
世
紀
）は
そ
れ
以
前
の
縄
文
人
（
1
万

3
0
0
0
年
前
〜
紀
元
前
5
世
紀
）と
大

き
く
異
な
っ
た
特
徴
を
持
つ
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
小
柄
で
鼻
が
高
く
四
肢

末
端
が
長
い
縄
文
人
に
対
し
て
高
身
長
で

面
長
・
扁
平
顔
、そ
し
て
四
肢
末
端
が
短
い

と
い
っ
た
も
の
で
す
。こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、こ

う
し
た
時
代
変
化
は
弥
生
時
代
に
大
陸
か

ら
流
入
し
た
渡
来
人
の
影
響
に
因
る
こ
と
、

そ
し
て
彼
ら
渡
来
系
弥
生
人
が
そ
の
後
の

日
本
人
の
形
成
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、渡
来
人
の
源
郷
や
日
本
へ
入
っ
て

き
た
ル
ー
ト
、そ
し
て
人
数
の
規
模
と
い
っ
た

疑
問
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
最
大

の
疑
問
で
あ
る
渡
来
人
の
源
郷
に
つ
い
て
は
、

日
本
人
の
ル
ー
ツ
問
題
‥
渡
来
系 

弥
生
人
の
源
郷
を
求
め
て 

な
導
入
が
遅
れ
、書
物
は
気
を
つ
け
て
丁
寧

に
手
で
写
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
『
源

氏
物
語
』
中
に
引
用
さ
れ
る
漢
籍
に
は
誤

字
が
多
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、先
ほ
ど

の
敦
煌
本
な
ど
と
の
考
証
の
結
果
、実
は
紫

式
部
が
読
ん
だ
写
本
の
方
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に

近
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
紫
式
部

か
ら
芭
蕉
・
西
鶴
ま
で
多
く
の
知
識
人
た

ち
は
、
現
在
の
中
国
に
残
る
も
の
よ
り
も

遥
か
に
良
質
の
中
国
文
学
を
読
ん
で
い
た
の

で
す
。
そ
の
た
め
、中
国
の
古
典
文
学
の
研

究
に
は
、日
本
に
古
く
か
ら
残
る
異
本
や
仮

名
文
字
で
書
か
れ
た
解
釈
を
参
考
に
す
る

こ
と
が
有
益
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま

し
た
。
現
在
、中
国
の
研
究
者
の
間
で
は
オ

リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
形
で
日
本
に
残
っ
て
い
る
中

国
文
学
の
古
写
本
や
、古
く
か
ら
日
本
に
伝

わ
っ
て
い
る
古
典
解
釈
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い

ま
す
。こ
の
研
究
は
「
日
本
に
残
る
古
代
中

国
文
化
」
研
究
の
一
面
も
有
し
て
い
る
の
で
す
。

面
白
い
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。「
深
窓
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。日
本
で
は
今
で
も
「
深

窓
の
令
嬢
」
な
ど
と
言
っ
た
り
し
ま
す
が
、

今
の
中
国
で
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
。こ
の
言
葉

は
紫
式
部
や
藤
原
定
家
な
ど
が
読
ん
で
い
た

古
い
テ
キ
ス
ト
の
「
長
恨
歌
」（
唐
の
詩
人
白

居
易
の
代
表
作
、楊
貴
妃
の
悲
劇
を
綴
っ
た

長
編
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
）に
見
え
る
の
で
す
が
、

現
代
中
国
に
伝
る
「
長
恨
歌
」
の
テ
キ
ス
ト

で
は
、そ
の
部
分
が
「
深
閨
」
に
な
っ
て
い
る
た

め
に
中
国
語
の
語
彙
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。こ
の
研
究
は
、私
た
ち
日
本
の
文
化

を
海
を
越
え
た
広
大
な
視
野
で
再
認
識
す

る
研
究
で
す
。さ
ら
に
同
じ
漢
字
文
化
圏
と

し
て
の
韓
国
や
ベ
ト
ナ
ム
に
も
研
究
の
対
象

が
広
が
り
つ
つ
あ
り
、興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。 
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1948年奈良県生まれ

九州大学大学院理学研究科博

士課程中退

九州大学大学院比較社会文化

研究院・教授（医学博士）

専攻：自然人類学－主に日本
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(2005)、「倭人の形成」吉川弘

文館（共著）(2002)ほか Takahiro Nakahashi
なかはし・たかひろ
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�中国での古人骨調査 

�シリア・パルミラ遺跡 ベール神殿 

シリア・パルミラ遺跡発掘調査 

A.地下墓の発掘（ローマ時代） 
B.地下墓 
C.塔墓 

A B

C

中
国
・
中
原
地
域
出
土
骨
に 

関
す
る
学
際
的
研
究 

研
究
の
面
白
さ
と
広
が
り 

朝
鮮
半
島
や
中
国
東
北
地
区
、山
東
半
島

な
ど
で
渡
来
系
弥
生
人
に
類
似
す
る
集
団

の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
我
々
は

こ
の
10
年
余
り
前
か
ら
、ま
ず
日
本
の
稲
作

文
化
の
源
郷
と
さ
れ
る
長
江
下
流
域
を
調

査
し
、こ
の
地
も
有
力
な
候
補
で
あ
る
と
考

え
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
、古

代
中
国
の
政
治
・
文
化
の
中
心
で
黄
河
文
明

発
祥
の
地
で
あ
る
中
原
地
域（
河
南
省
）に

手
を
広
げ
て
調
査
中
で
す
。 

  

   

　
2
0
0
3
年
か
ら
現
在
ま
で
毎
年
秋
に

河
南
省
・
文
物
考
古
研
究
所
を
訪
れ
、日
本

へ
の
渡
来
問
題
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な

春
秋
戦
国
期
か
ら
漢
代
に
か
け
て
の
約

6
0
0
体
の
古
人
骨
を
調
査
、分
析
し
て
い

ま
す
。
今
後
も
中
国
の
共
同
研
究
者
の
協

力
を
仰
ぎ
な
が
ら
、人
骨
形
質
・
抜
歯
風
習
・

ミ
ト
コ
ン
ド

リ
ア
D
N
A

の
各
視
点
か

ら
分
析
し
、

過
去
に
我
々

が
手
が
け
て

き
た
江
南
地

方
や
東
北
地
方
及
び
西
域
で
の
分
析
結
果

や
そ
の
他
様
々
な
古
人
骨
集
団
と
の
広
範

な
比
較
研
究
を
通
じ
て
い
わ
ゆ
る
渡
来
系

弥
生
人
の
母
集
団
と
な
る
地
域
集
団
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。ま
た
、

当
研
究
は
人
類
学
的
調
査
に
考
古
学
的
分

析
を
加
味
し
た
学
際
的
な
形
で
の
初
め
て
の

取
り
組
み
で
も
あ
り
ま
す
。
人
骨
が
出
土

し
た
遺
跡
及
び
中
原
地
域
を
中
心
と
す
る

中
国
国
内
の
文
化
交
流
に
関
す
る
考
古
学

的
な
調
査
を
行
い
、人
骨
情
報
と
統
合
し
て

形
質
・
文
化
両
面
か
ら
古
代
の
地
域
集
団

間
の
交
流
・
移
動
・
拡
散
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
て
い
く
予
定
で
す
。 

   

　
私
は
理
学
部
の
大
学
院
時
代
ま
で
は
遺

伝
子
分
析
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
後
は
も
と
も
と
興
味
の
あ
っ
た
古
人
類

学
の
世
界
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。
九
州
大
学

に
は
金
関
丈
夫
先
生
（
医
学
部
教
授
。

1
9
6
0
年
退
官
）（
1
8
9
7
〜
1
9
8
3
）

以
来
の
人
類
学
の
伝
統
が
あ
り
、総
合
博
物

館
に
は
多
数
の
古
人
骨
が
収
集
分
類
さ
れ

て
い
ま
す
。
我
々
が
行
っ
て
い
る
日
本
人
の
形

成
史
の
研
究
は
広
く
東
ア
ジ
ア
人
の
形
成

史
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
中
国
の
み
な
ら
ず
ロ
シ
ア
極
東
地

域
や
台
湾
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
地
域
の
調
査
も

行
っ
て
お
り
、ま
す
ま
す
対
象
が
ひ
ろ
が
る

興
味
深
い
分
野
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

�中国河南省鄭州市、新石器時代の遺跡発掘現場 

�台湾大学医学部における金関丈夫人骨コレ
クションの調査 
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アジア総合政策センター 

アジアに関する新しい 
知の拠点 

部
門
構
成 

　
九
州
大
学
は
設
立
以
来
、ア
ジ
ア
に
開
か

れ
た
大
学
を
目
指
し
て
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学

生
を
数
多
く
受
け
入
れ
て
お
り
、地
域
の
相

互
依
存
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
、ア
ジ
ア
の
大
学
と
の
連

携
を
強
化
し
、共
同
で
問
題
の
解
決
に
当
た

る
な
ど
ア
ジ
ア
を
重
視
す
る
戦
略
を
推
し

進
め
て
い
ま
す
。ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー（
以

下
、ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
）は
、こ
れ
ま
で
の
ア
ジ

ア
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
を
発
展
的
に
改
組
し
、

現
代
の
ア
ジ
ア
を
総
体
的
に
捉
え
、政
府
、

地
方
自
治
体
、企
業
、市
民
社
会
に
対
し
て

有
益
で
有
効
な
政
策
提
言
が
で
き
る
新
た

な
知
的
拠
点
と
し
て
平
成
17
年
７
月
１
日

に
本
学
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。ア
ジ
ア
セ
ン

タ
ー
は
本
学
が
こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
知
的
・

人
的
資
源
を
最
大
限
に
活
用
し
、学
内
外

の
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
「
九
州
大
学
へ
行

け
ば
ア
ジ
ア
が
分
か
る
」
と
言
え
る
よ
う
な

社
会
的
に
も
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
す
る

セ
ン
タ
ー
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、こ
れ
ま
で
本
学
で
行
わ
れ
て

き
た
ア
ジ
ア
関
連
研
究
を
さ
ら
に
活
発
に

行
う
た
め
の
牽
引
車
と
し
て
、国
内
外
の
機

関
と
連
携
し
な
が
ら
政
策
提
言
を
行
う
と

共
に
、現
代
ア
ジ
ア
の
諸
問
題
に
関
す
る
学

術
研
究
や
学
術
交
流
、ア
ジ
ア
に
関
す
る
情

報
の
集
積
と
発
信
、市
民
向
け
講
座
の
開
催

や
出
版
事
業
な
ど
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

   

   

●
ア
ジ
ア
現
代
文
化
研
究
部
門 

現
代
ア
ジ
ア
の
社
会
的
・
文
化
的
な
変
動

の
調
査
研
究 

●
ア
ジ
ア
社
会
開
発
研
究
部
門 

現
代
ア
ジ
ア
の
都
市
開
発
や
農
村
開
発

に
伴
う
諸
問
題
の
調
査
研
究 

●
ア
ジ
ア
社
会
科
学
研
究
部
門 

政
策
提
言
を
行
う
た
め
の
制
度
的
、理

論
的
・
実
証
的
な
調
査
研
究 

 

　
４
名
の
専
任
教
員
と
１
名
の
特
任
教
授

の
他
、ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
支
え
る
構

成
員
と
し
て
学
内
の
他
の
研
究
院
や
セ
ン
タ

ー
か
ら
複
担
教
員
お
よ
び
協
力
教
員
が
配

置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

   

　
本
学
の
ア
ジ
ア
関
連
研
究
の
う
ち
政
策

提
言
に
つ
な
が
る
調
査
・
研
究
に
つ
い
て
は
研

究
費
を
支
援
す
る
と
共
に
、セ
ン
タ
ー
の
知
的
・

人
的
資
源
を
活
用
し
た
サ
ポ
ー
ト
を
行
い

ま
す
。
す
で
に
東
ア
ジ
ア
の
少
子
高
齢
化
問

題
や
東
ア
ジ
ア
共
通
の
農
業
政
策
を
テ
ー
マ

と
し
た
政
策
提
言
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
詳

し
い
提
言
の
内
容
に
関
し
て
はh

ttp
:/
/
 

asia.k
y
u
sh
u
-u
.ac.jp

/teig
en
/seisak

u
t

eig
en
/list.h

tm
l

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

   

　
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変

貌
す
る
ア
ジ
ア
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
目

的
で
市
民
向
け
の
講
座
を
定
期
的
に
開
催

し
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
に
も
日
韓
の
共
同

研
究
の
成
果
と
し
て
開
催
さ
れ
た「『
冬
ソ
ナ
』

政
策
提
言 

 

ア
ジ
ア
理
解
講
座 
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と
日
韓
大
衆
文
化
の
現
在
」
や
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
気
鋭
の
映
像
作
家
を
招
い
て
の「
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
社
会
と
文
化
を
知
る
」
、中
国
の
メ
デ
ィ

ア
研
究
者
に
よ
る
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
メ
デ
ィ

ア
文
化
の
交
流
‥
中
国
の
若
者
が
見
た
日
本
・

韓
国
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
め
ぐ
っ
て
」
等
を
開

催
し
、好
評
を
博
し
て
き
ま
し
た
。 

   

　
上
記
の
ア
ジ
ア
理
解
講
座
と
並
行
し
て
、

ア
ジ
ア
と
の
文
化
・
芸
術
交
流
、国
際
開
発

協
力
、ま
た
貿
易
や
ビ
ジ
ネ
ス
等
々
、様
々
な

分
野
で
ア
ジ
ア
と
出
会
い
、交
流
し
て
い
く

際
に
必
要
と
な
る
、実
際
的
、実
用
的
な
知

識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
講
演
会
や
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

第
１
回
目
は
「
変
貌
す
る
中
国
ビ
ジ
ネ
ス
環

境
と
経
営
戦
略
の
あ
り
方
」
と
題
し
て
開

催
し
、企
業
関
係
者
を
中
心
に
多
数
の
方
々

が
参
加
し
ま
し
た
。
第
２
回
目
は
「
N
G
 

O
、大
学
そ
し
て
自
治
体
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
│
三
位
一
体
の
国
際
協
力
」
と
題
し
、地

雷
撤
去
と
環
境
問
題
の
現
場
に
関
わ
っ
て

こ
ら
れ
た
パ
ネ
リ
ス
ト
を
迎
え
、国
際
協
力

の
課
題
に
つ
い
て
活
発
な
討
議
が
行
わ
れ
ま

し
た
。 

   

　
芥
川
賞
作
家
で
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
特
任
教

授
の
　
樹
の
ぶ
子
氏
が
、ア
ジ
ア
の
文
学
作

品
を
読
み
、作
家
と
交
流
し
、文
字
通
り
「
ア

ジ
ア
に
浸
る
」
こ
と
で
感
じ
た
世
界
を
様
々

な
方
法
で
発
信
し
ま
す
。
第
１
回
は
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
文
学
者
で
、日
本
に
も
翻
訳
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
C
・
ブ
リ
ヤ
ン
テ
ス

氏
を
取
り
上
げ
た
企
画
を
2
0
0
6
年
3

月
に
開
催
し
ま
し
た
。 

   

　
本
学
に
お
け
る
ア
ジ
ア
研
究
の
成
果
を

幅
広
い
読
者
層
に
分
か
り
や
す
く
公
開
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
九
大
ア
ジ
ア
叢
書
の

出
版
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
出
版

さ
れ
た
の
は
以
下
の
タ
イ
ト
ル
で
す
。 

①
「
ア
ジ
ア
の
英
知
と
自
然
〜
薬
草
に
魅
せ

ら
れ
て
〜
」　
正
山
征
洋（
薬
学
研
究
院
教
授
） 

②
「
中
国
大
陸
の
火
山
・
地
熱
・
温
泉
〜
フ
ィ

ー
ル
ド
調
査
か
ら
見
た
自
然
の
一
断
面
〜
」 

﹇
編
著
﹈江
原
幸
雄（
工
学
研
究
院
教
授
） 

③
「
ア
ジ
ア
の
農
業
近
代
化
を
考
え
る
〜
東

南
ア
ジ
ア
と
南
ア
ジ
ア
の
事
例
か
ら
〜
」
　

辻
　
雅
男（
農
学
研
究
院
教
授
） 

④
「
中
国
現
代
文
学
と
九
州
〜
異
国
・
青
春
・

戦
争
〜
」﹇
編
著
﹈岩
佐
昌
　（
元
言
語
文
化

研
究
院
教
授
） 

⑤
「
村
の
暮
ら
し
と
砒
素
汚
染
〜
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
の
農
村
か
ら
〜
」
谷 

正
和（
芸
術
工

学
研
究
院
助
教
授
） 

   

　
本
学
の
ア
ジ
ア
関
連
研
究
や
情
報
を
紹

介
す
る
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン【
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー

通
信
】を
月
に
数
回
無
料
で
発
行
し
て
い
ま
す
。

ご
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
以
下
のU

R
L

に

ア
ク
セ
ス
し
て
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

h
ttp
:/
/
a
s
ia
.k
y
u
s
h
u
-u
.a
c
.jp
/
 

m
ail/  

 

　
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て

は
次
の
U
R
L
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

h
ttp
://asia.k

y
u
sh
u
-u
.ac.jp

/

ア
ジ
ア
塾 

 

S
o
a
k
e
d
 
i
n
 

A
s
i
a（
S
I
A
） 

出
版
活
動 

情
報
発
信 

 



国際交流推進室 

アジアへの最近の取り組み 

世
界
１２
大
学 

韓
国
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム 

国
際
協
力
銀
行（
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
）に
よ
る 

支
援
事
業
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み 

�「
石
炭
鉱
山
保
安
環
境
研
修
コ
ー
ス
」
開
講
へ
向
け
た
中
国
側 

　
と
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ 

　
九
州
大
学
で
は
、「
ア
ジ
ア
重
視
戦
略
」
に

基
づ
い
て
学
術
研
究
と
学
生
交
流
を
推
進

す
る
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す（
２
〜
３
頁

参
照
）が
、こ
こ
で
は
、近
年
取
り
組
ん
で
い

る
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ご
紹
介
し

ま
す
。 

           

　
1
9
9
8
年
、当
時
の
大
韓
民
国
・
金
鐘

泌
国
務
総
理
が
九
州
大
学
で
「
韓
日
関
係

の
過
去
と
未
来
」
と
題
し
て
講
演
を
行
い
ま

し
た
。こ
の
講
演
を
契
機
と
し
て
、九
州
大

学
は
、
韓
国
国
際
交
流
財
団
か
ら
５
年

間
に
渡
る
助
成
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。こ
れ
に
応
え
、九
州
大
学
は
、1
9
9
9

年
に
日
本
の
国
立
大
学
で
最
初
の「
韓
国
研

究
」
を
掲
げ
た
施
設
と
し
て
、九
州
大
学
韓

国
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
ま
し
た
。 

　
２
０
０
５
年
、九
州
大
学
韓
国
研
究
セ
ン

タ
ー
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
、韓
・
中
・
米
・
豪

な
ど
５
カ
国
８
大
学
の
韓
国
研
究
セ
ン
タ
ー

長
が
九
州
大
学
に
集
い
、韓
国
研
究
の
グ
ロ

ー
バ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
環
太
平
洋
韓
国
研

究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
を
構
築
し
、コ
ン
ソ
ー
シ

ア
ム
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。
現
在
は
、さ

ら
に
拡
大
し
、世
界
の
１２
大
学
間
で
コ
ン
ソ

ー
シ
ア
ム
を
組
ん
で
い
ま
す
が
、九
州
大
学

韓
国
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、そ
の
事
務
局
を
担
い
、

共
同
研
究
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、九
州
大
学

を
中
心
に
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。コ
ン
ソ
ー
シ

ア
ム
の
構
築
に
よ
り
、研
究
活
動
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
そ
れ
に
伴
う
韓
国
研
究
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
、次
世
代
の
韓
国
研
究
者
の

育
成
な
ど
、今
後
の
韓
国
研
究
の
発
展
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。 

   

　
九
州
大
学
で
は
、国
際
協
力
銀
行（
Ｊ
Ｂ

Ｉ
Ｃ
）が
ア
ジ
ア
各
国
で
行
っ
て
い
る
円
借
款

事
業
に
も
積
極
的
に
協
力
し
て
い
ま
す
。 

●
「
中
国
内
陸
部
・
人
材
育
成
事
業
」 

　
石
炭
鉱
山
保
安
環
境
研
修
コ
ー
ス 

　
九
州
は
か
つ
て
大
規
模
な
炭
田
を
多
数

有
し
、石
炭
産
業
が
大
い
に
栄
え
た
こ
と
か
ら
、

九
州
大
学
は
石
炭
の
生
産
・
利
用
に
関
す
る

膨
大
な
研
究
成
果
と
技
術
の
集
積
が
あ
り

�世界１２大学韓国研究コンソーシアム 

�2005年6月に行われた世界11大学韓国研究センター
国際ワークショップの開講式 



世界の学生と共にアジアを 
知ろう！ 
留学生のホームステイ受け入れ家庭募集―― 

九州大学サマーコースAsia in Today's World （ATW） 

�インドネシア農村部のプスケスマス（保健所） 

　
九
州
大
学
で
は
、２
０
０
１
年
度
か
ら
毎
年

７
月
〜
８
月
に
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
海
外

の
有
名
大
学
か
ら
数
多
く
の
優
秀
な
学
生
を

集
め
、「
ア
ジ
ア
を
学
ぶ
」６
週
間
の
短
期
留

学
サ
マ
ー
コ
ー
ス
A
T
W
を
開
講
し
て
い
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ス
は
、海
外
の
著
名
大
学
か
ら
講
師

を
招
き
、ア
ジ
ア
の
経
済
、文
化
、政
策
な
ど

を
学
ぶ「
ア
ジ
ア
研
究
コ
ー
ス
」の
ほ
か
、日
本
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ま
す
。一
方
、中
国
に
お
い
て
は
、ガ
ス
爆
発

を
始
め
と
す
る
炭
鉱
事
故
や
石
炭
の
生
産
・

利
用
過
程
で
発
生
す
る
地
盤
沈
下
、河
川

や
地
下
水
の
汚
濁
、大
気
汚
染
な
ど
が
深
刻

な
環
境
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、九

州
大
学
で
は
、Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
支
援
の
も
と
、２

０
０
６
年
に
石
炭
鉱
山
保
安
環
境
研
修
コ
ー

ス
を
開
講
し
、こ
れ
ら
の
問
題
解
決
の
た
め

に
積
極
的
な
協
力
を
行
う
予
定
で
す
。 

●
イ
ン
ド
ネ
シ
ア「
国
立
イ
ス
ラ
ム
大
学
保
健
・

　
医
学
部
事
業
」
に
係
る
調
査 

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、乳
児
死
亡
率
が
低

減
し
、出
生
時
平
均
余
命
が
向
上
す
る
な
ど
、

保
健
医
療
指
標
は
概
ね
改
善
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、医
療
イ
ン
フ
ラ
は
依
然
と

し
て
脆
弱
な
状
態
に
あ
り
、加
え
て
、医
師

数
の
不
足
が
特
に
顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に

お
け
る
地
方
部
・
貧
困
層
の
医
療
高
等
教

育
へ
の
機
会
拡
大
及
び
地
方
部
へ
の
医
師･

看
護
士
等
の
供
給
を
確
か
な
も
の
と
す
る

た
め
、Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
は
、円
借
款
を
通
じ
た
「
国

立
イ
ス
ラ
ム
大
学
保
健
・
医
学
部
」
支
援
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
九
州
大
学
は
、２
０
０
５
年
度
に
Ｊ
Ｂ
Ｉ

Ｃ
の
委
託
を
受
け
、九
州
大
学
病
院
を
中
心

に
「
国
立
イ
ス
ラ
ム
大
学
保
健
・
医
学
部
事

業
に
係
る
調
査
」
を
実
施
し
、①
国
立
イ
ス

ラ
ム
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
整
備
支
援
、②
教

員
に
対
す
る
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
支
援
、

③
国
立
イ
ス
ラ
ム
大
学
保
健
・
医
学
部
の
地

域
医
療
従
事
制
度
確
立
の
支
援
を
行
い
ま

し
た
。 

   

　
２
０
０
１
年
に
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋

３
首
脳
会
議
に
お
け
る
マ
レ
ー
シ
ア
・
マ
ハ
テ
ィ

ー
ル
首
相（
当
時
）か
ら
小
泉
首
相
へ
の
申
し

入
れ
を
受
け
、数
回
に
わ
た
る
日
本
政
府
と

マ
レ
ー
シ
ア
政
府
の
政
府
間
協
議
な
ど
を
経
て
、

マ
レ
ー
シ
ア
に
日
本
型
の
大
学（
マ
レ
ー
シ
ア

日
本
国
際
工
科
大
学
‥
Ｍ
Ｊ
Ｉ
Ｕ
Ｔ
）を
設

立
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
ま
し
た
。 

　
２
０
０
５
年
１２
月
に
は
、Ｍ
Ｊ
Ｉ
Ｕ
Ｔ
を
設

立
す
る
た
め
の
準
備
セ
ン
タ
ー（
マ
レ
ー
シ
ア

日
本
国
際
工
科
大
学
準
備
セ
ン
タ
ー
‥
Ｍ
Ｊ

Ｕ
Ｃ
）が
マ
レ
ー
シ
ア
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

Ｍ
Ｊ
Ｕ
Ｃ
で
は
、３
年
後
の
Ｍ
Ｊ
Ｉ
Ｕ
Ｔ
設
立

を
目
指
し
、マ
レ
ー
シ
ア
及
び
日
本
か
ら
派

遣
さ
れ
た
専
門
家
が
Ｍ
Ｊ
Ｉ
Ｕ
Ｔ
の
組
織
整

備
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
整
備
な
ど
を
行
い
ま
す
。 

　
九
州
大
学
は
日
本
の
他
の
協
力
大
学
と
共
に
、

Ｍ
Ｊ
Ｉ
Ｕ
Ｔ
設
立
に
向
け
た
積
極
的
な
協
力

を
行
っ
て
お
り
、２
０
０
６
年
度
か
ら
本
学
の

工
学
分
野
の
教
員
１
名
を
長
期
専
門
家
と
し

て
現
地
に
派
遣
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。 

マ
レ
ー
シ
ア
日
本
国
際
工
科
大
学 

（
Ｍ
Ｊ
Ｉ
Ｕ
Ｔ
）設
立
へ
向
け
た
協
力 
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●ホストファミリー募集地域                                                  
九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区）へ公共の交通機関を使用して１時間以内で通学できる地域 

 
●ホームステイ期間                                                         　　 
サマーコース「後半」の3週間、もしくは「全期間」の6週間　 

※「後半」…7月下旬から3週間 、「全期間」…6月下旬又は7月上旬から6週間          

 
●参加留学生                                                                
アジアを中心とした有名大学の学生です。年齢は概ね１８歳～２４歳です。      

過去の参加大学例：北京大学、復旦大学、香港大学（中国）、台湾大学（台湾）、シンガポール大学（シンガポール）、チュラ

ロンコン大学（タイ）、ソウル大学校、梨花女子大学校、釜山大学校（韓国）、オックスフォード大学（英国）、マサチューセッツ

工科大学、プリンストン大学、イェール大学、ライス大学、アムハースト大学（米国）                        

 

●謝礼                                                                      

3週間…3万5千円、6週間…7万円                              

 
●申込み・問合せ先                                                          
九州大学国際交流推進室　電話092-642-4275  FAX 092-642-4273               

E-mail: akikouok@mbox.nc.kyushu-u.ac.jp   http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb

ホームステイ受け入れ家庭募集 

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
体
験
し
た 

留
学
生
の
声 

�ホームステイの様子 

語
の
授
業
、理
系
研
究
室
で
の
実
験
等
の
指

導
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、大
学
外
で
の
活

動
と
し
て
、世
界
遺
産
見
学
や
農
作
業
体
験
、

日
本
の
家
庭
で
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
な
ど
が
あ
り
、

と
り
わ
け
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
は
、学
生
及
び
ご

家
庭
双
方
に
と
っ
て
、と
て
も
楽
し
い
経
験

で
あ
っ
た
と
好
評
を
得
て
い
ま
す
。 

　
九
州
大
学
で
は
、福
岡
市
及
び
近
郊
に
お

住
ま
い
で
、夏
季
の
３
週
間（
半
期
）又
は
６

週
間（
全
期
間
）の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
お
引
き

受
け
く
だ
さ
る
ご
家
庭（
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
）

を
毎
年
募
集
し
て
い
ま
す
。 

   

　
●
今
回
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
通
じ
て
私
の

視
野
は
大
き
く
広
が
り
ま
し
た
。
文
化
的

な
違
い
や
相
互
に
わ
か
ら
な
い
点
も
あ
り
ま

し
た
が
、温
か
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て

全
て
が
解
消
さ
れ
、私
は「
も
う
一
つ
の
我
が
家
、

も
う
一
つ
の
家
族
」
が
出
来
ま
し
た
。ホ
ー
ム

ス
テ
イ
で
の
生
活
は
ワ
ク
ワ
ク
す
る
こ
と
ば

か
り
で
し
た
。 

　
●
今
も
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
お
母
さ
ん
と

時
々
メ
ー
ル
を
し
ま
す
。
今
の
生
活
ぶ
り
を

話
し
た
り
、悩
み
を
相
談
し
た
り
も
し
て
い

ま
す
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
は
、大
切
な
思
い
出

と
共
に
、新
し
い
自
分
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。い
つ
か
き
っ
と
ま
た
日
本
に
帰

っ
て
、ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
を
訪
れ
よ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。 
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氏名・所属 研究のタイトル キーワード

阿部 康久
（人文科学研究院助手）

後小路 雅弘
（人文科学研究院教授）

小山内 康人
（比較社会文化研究院教授ほか）

酒井 治孝
（比較社会文化研究院教授ほか）

清水 展
（比較社会文化研究院教授ほか）

中橋 孝博
（比較社会文化研究院教授ほか）

矢田 脩
（比較社会文化研究院教授ほか）

小川 全夫
（人間環境学研究院教授ほか）

出口 敦
（人間環境学研究院教授ほか）

薮野 祐三
（法学研究院教授ほか）

鹿島 薫
（理学研究院助教授ほか）

竹中 博士
（理学研究院助教授ほか）

吉良 潤一
（医学研究院教授ほか）

中国国有企業の合併に伴う人員削減と雇
用問題の深刻化に関する研究 国有企業改革、雇用問題、遼寧省

近代アジアの美術におけるモダニズムの
受容

美術、モダニズム、ナショナル・アイデン
ティティ、キュビスム

ベトナム中部・コンツム地塊の地殻形成
プロセス

東アジア、大陸形成プロセス、ベトナム、
コンツム地塊、極限変成作用、マントルダ
イナミクス

静永 健
（人文科学研究院助教授ほか）

日本における中国古典文学の伝播とその
展開に関する研究

文選、白氏文集、唐詩選、寧波、古写本（旧
鈔本）

古カトマンズ湖学術ボーリングプロジェ
クト

ヒマラヤ、ネパール、山脈の上昇、モンス
ーン、気候変動湖成堆積物、陸上ボーリン
グ

アジアの現代文化研究リサーチコア
アジア、大衆文化、モダニティ、グローバ
リゼーション

中国・中原地域出土の古人骨に関する
人類学的研究：渡来系弥生人の起源を
巡って

古人骨、日本人の起源、渡来人、中国、自然
人類学

熱帯アジアにおける昆虫インベントリー
と国際ネットワークの拡大（TAIIV）

熱帯アジア、インベントリー、昆虫、指標生
物群、国際ネットワーク、コレクション、分
類学、データベース、モニタリング

生涯現役社会づくりプログラムの開発：
日米東アジアの比較と協力

高齢化、社会関係資本、農村と都市、NPO

アジアの都市の仮設空間と賑わいの場に
関する研究

都市計画、アーバンデザイン、市街地環境、
公共空間、屋台

地雷撤去システムの開発 飛行船、地雷センサー、NGO

トルコ・アナトリア高原における鉄器文
化成立の背景とその自然科学的考察

トルコ、鉄器時代、ヒッタイト、気候変動、
GIS 、ボーリング、古環境、成分分析

イラン都市直下型地震の震源断層と強震
動予測の研究 都市直下型地震、震源断層、強震動

アジア人視神経脊髄型多発性硬化症患者
の免疫遺伝学的背景の解析とそれに基づ
いた治療法の開発

多発性硬化症、視神経脊髄型、HLA、PAF

アジア総合政策センターアジア研究データベースより 

2005年 

九州大学アジア関連研究一覧 

石川 捷治
（法学研究院教授ほか）

植民地朝鮮における日本人生活誌の再
構成

植民地期朝鮮半島、生活誌の記録・再構成、
「オーラル・ヒストリー」



77

氏名・所属 研究のタイトル キーワード

楠原 浩一
（医学研究院助教授ほか）

清水 周次
（九州大学病院（医）助教授ほか）

堀内 孝彦
（九州大学病院（医）講師ほか）

長弘 千恵
（医学部保健学科教授ほか）

平野（小原）裕子
（医学部保健学科助教授）

平野（小原）裕子
（医学部保健学科助教授）

平野（小原）裕子
（医学部保健学科助教授ほか）

平野（小原）裕子
（医学部保健学科助教授）

平野（小原）裕子
（医学部保健学科助教授）

平野（小原）裕子
（医学部保健学科助教授）

今井 亮
（工学研究院助教授ほか）

江崎 哲郎
（工学研究院教授ほか）

江崎 哲郎
（工学研究院教授ほか）

江崎 哲郎
（工学研究院教授ほか）

楠田 哲也
（工学研究院教授ほか）

島岡 隆行
（工学研究院教授ほか）

松井 紀久男
（工学研究院教授ほか）

アジア地域における亜急性硬化性全脳炎
の疾患感受性遺伝子の網羅的探索

アジア、亜急性硬化性全脳炎、SSPE、小児、治療、病態、
DNAマイクロアレイ、網羅的探索、疾患感受性遺伝子、
相関解析、インターフェロン、リバビリン、麻疹、フ
ィリピン、パプアニューギニア

アジア－九州医療ネットワークの構築：
非圧縮デジタル医療動画像のインターネ
ットライブ配信

遠隔医療、DVTS、動画、インターネット、
最先端手術

アジアにおける免疫・アレルギー疾患の
遺伝子解析ネットワークの構築 アジア、遺伝子解析、自己免疫疾患

在宅高齢者に対する転倒予防のための訪
問指導の評価に関する介入研究

在宅高齢者、転倒予防、無作為割付、訪問
指導

九州における在日外国人の精神的健康に
関する研究

在日外国人、日本、海外出稼ぎ労働者、抑
うつ、生活ストレス、精神的健康

在外フィリピン人労働者の生活実態と生
活ストレス：日本および韓国に於ける調
査から

外国人労働者、フィリピン人、ストレス

在日コリアン高齢者の介護問題に関する
研究

在日コリアン、高齢者、介護、社会的支援、
デイケア

在日フィリピン人労働者の受診行動に関
する研究

フィリピン人、移住者、海外出稼ぎ労働者、
ヘルスケア、医療保険、支援ネットワーク

在日フィリピン人労働者の抑うつに関す
る研究

フィリピン人、移住者、海外出稼ぎ労働者、
家族、抑うつ、生活ストレス、精神的健康

台湾における外国人出稼ぎ労働者の抑う
つに関連する社会経済的要因

フィリピン人、移住者、海外出稼ぎ労働者、
工場労働者、家事労働者、介護労働者、抑
うつ、生活ストレス、精神的健康

アジアおよび太平洋島弧のマグマ熱水系
における鉱床生成システムの解明 島弧、マグマ、熱水系、金鉱床、斑岩銅鉱床

三峡ダム貯水池斜面3S(GIS、GPS、RS)シ
ステムの構築 中国、三峡ダム、斜面崩壊、GIS

中国華北平原における地下採掘に起因す
る地盤沈下とその環境の予測と保全対策
の研究

中国、華北平原、渤海、地盤沈下、石炭採掘、
地盤環境保全、GIS

ヒマラヤ山岳地帯の岩盤斜面災害とリス
クの軽減に関する研究

ネパール、アグラコラ地域（Agra Khola）、
斜面崩壊、土石流、GIS

黄河流域の水利用・管理の高持続性化
黄河、流域、水資源、水利用、水マネジメント、
資源配分

衛星リモートセンシングによるアジアメ
ガシティの大規模廃棄物最終処分場モニ
タリング

アジアメガシティ、大規模廃棄物最終処
分場、リモートセンシング

インドネシアにおける資源開発のための
データベースの構築と周辺環境を考慮し
た資源開発システムの開発

データベース、資源開発システム、熱帯性
雨林気候、リハビリテーション、地球環境
問題

松井 紀久男
（工学研究院教授ほか）

インドの長壁式採炭におけるモニタリン
グシステムの開発 ロングウォール、モニタリングシステム

吉良 龍太郎
（医学研究院助手ほか）

フィリピンで多発する亜急性硬化性全脳
炎の宿主側遺伝要因の解明と新規治療法
の開発

亜急性硬化性全脳炎、リバビリン脳室内
注入療法、遺伝因子



氏名・所属 研究のタイトル キーワード

松井 紀久男
（工学研究院教授ほか）

松井 紀久男
（工学研究院教授ほか）

松井 紀久男
（工学研究院教授ほか）

渡辺 公一郎
（工学研究院教授ほか）

谷 正和
（芸術工学研究院助教授ほか）

田上 健一
（芸術工学研究院助教授ほか）

江頭 和彦
（農学研究院教授ほか）

窪田 文武
（農学研究院教授ほか）

高木 正見
（農学研究院教授ほか）

溝上 展也
（農学研究院助教授ほか）

望岡 典隆
（農学研究院助手ほか）

松野 健
（応用力学研究所教授ほか）

柳 哲雄
（応用力学研究所教授ほか）

岡村 耕二
（情報基盤センター助教授ほか）

湯元 清文
（宙空環境研究センター長ほか）

湯本 長伯
（産学連携センター教授ほか）

大柿 哲朗
（健康科学センター教授ほか）

※アジア総合政策センターに寄せられたデータを元に作成 

熱帯地域の露天掘り石炭鉱山におけるリ
ハビリテーション工法の開発

露天掘り石炭鉱山、リハビリテーション、
AMD問題、フライアッシュ、環境問題

ハイウォールマイニングシステムの導入
に関する研究

ハイウォールマイニング、採炭実収率、ハ
イウォールの安定性、オーガー、コンティ
ニュアスマイナー

ポンコール金鉱山における最適支保・採
掘システムの開発

支保システム、採掘システム、水圧破砕法、
岩盤評価

インドネシア・スンダ弧の地球資源に関
する研究

島弧、スンダ弧、地球資源、地理情報シス
テム

南アジアの砒素汚染農村における住民の
適応戦略 砒素汚染、文化的適応、社会的環境

海上集落タルクサンガイの集住環境に関
する研究

海上集落、タルクサンガイ、持続的集住環
境

農学分野における研究パートナーシップ
の構築

パートナーシップ、研究、ハノイ農業大学、
近代的農業技術、環境保全、生態系、持続性

北部ベトナム生物資源：作物遺伝子資源
における環境適応性の双方向的評価

ベトナム、イネ、マメ、ソバ、環境適応性、
地域適応性、作物遺伝子資源

天敵の利用を中心としたわが国と東南ア
ジアにおける蔬菜害虫の総合的害虫管理 総合的害虫管理、生物的防除、天敵

薪炭材消費と森林バイオマス・生物多様
性の持続性との関係－カンボジアでの
事例－

熱帯林、薪、炭、森林バイオマス、生物多様性、
持続性

九州と韓国沿岸の汽水域におけるウナギ
（Anguilla japonica）シラスの生態学的研究

ウナギ、標識放流、資源変動、環境、耳石、
対馬暖流

長江起源水の挙動に関する研究 長江起源水、海洋環境、水環境の変化

東アジア・東南アジア沿岸・縁辺海の物質
輸送過程に関する研究

東南アジア、東アジア、沿岸海域、衛星画像、
数値モデル

次世代インターネット技術のための研究
開発と実証実験

次世代インターネット基盤技術、e-Lea
rning、デジタルライブラリ、仮想現実技術、
セキュリティ、遠隔医療教育、GRID

太陽風から磁気赤道領域までのエネルギー・
物質流入過程に伴う宙空環境変動の研究

環太平洋地磁気観測ネットワーク、宇宙
天気研究

AIDIA／アジアインテリアデザインの研
究と振興

アジア、インテリアデザイン、生活様式
(起居様式)家具、製品、社会、文化、家族

ネパールにおける健康科学的調査研究
ネパール、生活習慣病、疫学的研究、身体
活動量、食生活
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アジアの国際学術・学生交流 
協定校一覧 
 

インド 

インドネシア 

韓　国 

シンガポール 

スリランカ 

タ　イ 

中　国 

大学間交流協定 大 学 等 国 名 等 
学術交流 学生交流 

部局間交流協定 
学術交流 学生交流 

インドプラズマ研究所 
インドネシア科学院生物学研究センター 
インドネシア大学 
ガジャマダ大学 
バンドン工科大学 
延世大学校 
韓国エネルギー研究院 
韓国海洋研究所 
韓国海洋大学校 
韓国科学技術院 
慶尚大学校 
慶熙大学校 
慶北大学校 
江原大学校 
公州大学校 
高麗大学校 
済州大学校 
サムソン生命公益財団サムソンソウル病院 
順天大学校 
成均館大学校 
西江大学校 
全南大学校 
全北大学校 
ソウル大学校 
忠南大学校 
東亜大学校 
東国大学校 
東西大学校 
釜慶大学校 
釜山大学校　　　　　　　　　　　　 
浦項工科大学校 
梨花女子大学校 
嶺南大学校 
シンガポール大学 
シンガポールマネジメント大学 
ケラニヤ大学 
カセサート大学 
コンケーン大学 
タマサート大学 
チェンマイ大学 
チュラロンコン大学 
マヒドン大学 
厦門大学 
雲南農業大学 
華東師範大学 
華東政法学院 
華南農業大学 
華南理工大学 
吉林大学 
協和医科大学 
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大学間交流協定 大 学 等 国 名 等 
学術交流 学生交流 

部局間交流協定 
学術交流 学生交流 

原子力工業省西南物理研究所 
江西医学院 
山東科技大学 
山東大学 
四川大学 
曁南大学文学院 
上海交通大学 
上海社会科学院法学研究所 
上海大学 
上海第二医科大学 
新疆師範大学 
瀋陽薬科大学 
西安交通大学 
西安冶金建筑学院 
清華大学 
西南農業大学　　　　　　 
西北農業大学　　　　　　 
浙江大学 
第四軍医大学 
大連理工大学 
中国医科大学 
中国科学院水利部水土保持研究所 
中国科学院プラズマ物理研究所 
中国科学技術大学 
中国人民大学 
中国農業科学院農業資源・農業区画研究所 
中国薬科大学 
中山大学 
中南林学院 
南開大学 
南京大学 
南京理工大学 
南京林業大学　　　　　　 
北京科技大学 
北京航空航天大学 
北京工商大学 
北京語言文化大学 
北京師範大学 
北京大学 
哈爾濱医科大学 
復旦大学 
香港大学 
香港中文大学 
国立台湾大学                       
台湾国立中央大学          
バンガバンドウ・シェイク・ムジブル・ラーマン農業大学 
バングラデシュ農業大学 
アテネオ・デ・マニラ大学 
フィリピン大学 
カントー大学 
ノンラム大学 
ハノイ農業大学 
マレーシアサラワク大学 
プトラ ・マレーシア大学 
モンゴル医科大学 
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中　国 

台　湾 

バングラデシュ 

フィリピン 

べトナム 

マレーシア 

モンゴル 

（6カ国･地域） 
38機関 計 

（7カ国･地域） 
38機関 

（11カ国･地域） 
65機関 

（5カ国･地域） 
15機関 

※同一機関内における複数の学部と締結している場合があります。  

■詳しくはホームページをご覧ください。   
九州大学国際交流部（データ集）　http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/

環太平洋 
韓国研究 
コンソーシアム 
協定 

大学等 締結部局 

ソウル大学校国際大学院韓国研究センター、高麗大学校民族文化研究院、ＵＣＬＡ韓国研究セ
ンター、ハワイ大学韓国研究センター、オーストラリア国立大学韓国研究センター、北京大学韓
国研究センター、復旦大学韓国研究センター  

韓国研究センター 


