
国
境
を
越
え
た
親
善
の
輪

ー
南
部
敦
子
さ
ん
の
功
績
を
偲
ぶ
|

十
八
回

生

寺

海

美

代

子

平
成
二
十
年
九
月
八
日
付
で
千
里
山
会
事
務
局
に
届
い
た

一

通
の
メ

l
ル
が
発
端
と
な
っ
て
、
私
達
は
同
窓
の
十
八
回
生
南
部

敦
子
さ
ん
が
、
半
世
紀
以
上
も
前
に
マ
ニ
ラ
で
果
た
さ
れ
て
い
た
国

際
親
善
の
功
績
に
つ
い
て
、
初
め
て
知
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

そ
の
メ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
城
西
国
際
大
学
ア
マ
デ
オ
・
ア
ル
ボ
レ

ー
ダ
教
授
が
、
南
部
敦
子
さ
ん
に
関
す
る
情
報
を
求
め
て
ネ
ッ
ト

上
で
探
し
て
居
ら
れ
た
折
り
に
、
た
ま
た
ま
千
里
山
会
誌
創
刊
号

の
滝
沢
万
里
子
さ
ん
の
記
事
「
南
部
敦
子
さ
ん
に
捧
ぐ
忠
平
様

を
偲
び
つ
¥
」
に
巡
り
合
わ
れ
た
結
果
、
事
務
局
に
連
絡
し
て
来

ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

千
里
山
会
会
員
の
多
く
の
方
々
が
よ
く
ご
存
じ
と
思
い
ま
す

が
、
南
部
敦
子
さ
ん
は
昭
和
九
年
十
月
五
日
生
ま
れ
。
南
部
忠
平

・久
子
ご
夫
妻
の

一
人
娘
と
し
て
ご
両
親
の
愛
情
を

一
身
に
受
け

て
育
た
れ
、
昭
和
十
六
年
春
に
千
里
第
二
国
民
学
校
に
入
学
、
昭

和
二
十
二
年
春
の
卒
業
後
は
、
京
都
の
光
華
女
子
学
園
に
進
学
、

中
高
短
大
と
進
ま
れ
る
う
ち
に
陸
上
短
距
離
界
の
エ

l
ス
と
し
て

活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
女
子
玉
種
競
技
で
の
四
度
に
わ
た
る
日
本
記

録
の
更
新
、
昭
和
二
十
九
年
の
ア
ジ
ア
大
会
(
マ
ニ
ラ
)
で
の
百
米
走

優
勝
な
ど
の
輝
か
し
い
記
録
を
残
さ
れ
て
お
り
、
同
級
生
み
ん
な

が
誇
り
と
す
る
方
で
し
た
の
に
、
大
変
に
悲
し
く
残
念
な
こ
と
に
、

昭
和
四
十
五
年
、
突
然
起
き
た
無
過
失
の
交
通
事
故
で
幼
い
お
二

人
の
お
子
様
を
残
し
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
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ア
ル
ボ
レ
ー
ダ
さ
ん
よ
り
送
ら
れ
て
き
た
メ
l
ル
の
内
容
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
し
た
。

『
南
部
敦
子
さ
ん
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
探
し

求
め
て
い
た
折
り
に
、
た
ま
た
ま
千
里
山
会
の
ホ
ー
ム
ペ
l
ジ



一
九
六
九
年
、
私
は
東
京
大
学
出
版
会
の
仕
事
で
日
本
に
招

へ
い
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
、
私
は
新
聞
で
南
部
敦
子
さ
ん

が
交
通
事
故
で
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
、
大
変
な
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
ま
し
た
。
何
百
人
も
の
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
人
の
学
生
達

が
、
新
生
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
敬
愛
し
た
あ
の
若
い
女
性

が
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
。
私
は
、
日
本
に
来
て
彼
女
を
探
し

た
い
と
願
っ
て
い
ま
し
た
が
、
も
う
再
び
会
う
こ
と
が
で
き
な

い
と
覚
り
、
大
変
に
悲
し
く
、
非
常
に
残
念
に
思
い
ま
し
た
。

に
記
載
さ
れ
て
い
た
彼
女
に
対
す
る
追
悼
文
を
見
付
け
ま
し

た
。何

故
私
が
こ
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
か
を
説
明
致
し
ま
し
ょ

う
。
一

九
五
四
年
マ
ニ
ラ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
ア
ジ
ア
大
会

出
場
日
本
チ
ー
ム
の

一
員
で
あ
っ
た
南
部
敦
子
さ
ん
に
お
会
い

し
た
と
き
、
私
は
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
の
ア
テ
ネ
オ

・
デ

・
マ
ニ
ラ

大
学
の
学
生
で
し
た
。
私
や
私
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
は
じ
め
、

.

そ
の
他
の
多
く
の
学
生
た
ち
に
は
、
彼
女
が
戦
後
の
新
し
い
日

本
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
思
え
、
我
々
は
、
彼
女
が
出
場
す
る

す
べ
て
の
競
技
を
見
に
行
き
ま
し
た
。
彼
女
が
我
々
と
同
じ
年

頃
で
あ
り
、
選
手
と
し
て
も
個

λ
と
し
て
も
大
変
に
素
晴
ら
し

い
方
で
し
た
か
ら
、
彼
女
は
当
時
、
我
々
の
中
で
最
も
人
気
の

あ
る
選
手
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彼
女
を
迎
え
、

彼
女
の
素
敵
な
ほ
L

笑
み
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
幸

運
な
こ
と
で
し
た
。

お
悔
や
み
の
気
持
ち
を
、
彼
女
の
ご
家
族
に
お
伝
え
し
た
い

と
願
い
ま
し
た
が
、
私
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
分

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ア
ジ
ア
大
会
の
と
き
の
彼
女
の
写
真
を
見
付
け
ら
れ
る
場
所

を
ど
こ
か
ご
存
じ
で
し
た
ら
、
お
教
え
下
さ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ

う
か
。
敬
具

私
は
、
彼
女
と
同
じ
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
生
ま
れ
た
フ
イ

リ
ッ
ピ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
で
す
。
一

九
四
八
年
に
父
が
高
校
と

大
学
教
育
の
た
め
に
、
私
を
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
に
送
っ
た
の
で
、

私
は
彼
女
に
お
会
い
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
。
大
学
卒
業
後
私
は
、
大
学
院
へ
の
進
学
の
た
め
に
米
国
に

戻
り
、
そ
れ
か
ら
の
ち
は
、
彼
女
に
つ
い
て
何
か
情
報
を
得
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

(千里山会) に当てた最初のメール

差 出人 Amadio Arboleda<aaarboleda@gmail.com> 
題 名 : 滝沢 万里子様へのメッセ十一ジ
宛 先 q甲vdω03引13幻7@ni食匂y.n問e.j
送信 日時 Mon0仰9/08/氾20∞0821:ヨ54:0例4JβST 

アルポレーダさんから滝沢万里子さん

Dear Ms. Tak:izawa， 

While searching for information on the Intemet about Nambu Atsuko (南部敦子)
by chance 1 found the tribute (…に捧ぐ)you wr目eabout her on the千里 山会
home page. 

Please let me explain why 1 am writing to you. 1 met Ms. Nambu while 1 was a 
student at the Ateneo de Manila University in the Philippines and she wぉ a
member of the Japanese team in the Second Asian Games in 1954 in Manila. My 
schoo1mates and 1， and many other Filipino students， thought she w出 thesymbol of 
the new Japan a食erthe war. We went to see her in al1 the events she appeared in. 1 
can say that she wぉ themost popular athlete for al1 of us at that time because she 
W出 thesame age and so very good邸 anathlete and person. Fortunately， we were 
able to greet her and enjoy her very nice smile. 
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ア
マ
デ
オ

・
ア
ル
ボ
レ
ー
ダ
』

メ
ー
ル
の
原
文
を
次
ベ
l
ジ
に
掲
載
致
し
ま
す
。

事
務
局
奥
田
さ
ん
よ
り
メ
!
ル
の
転
送
を
受
け
、
ア
ル
ボ
レ

l
ダ

さ
ん
へ
の
対
応
を
任
さ
れ
た
私
に
と
っ
て
、
そ
の
後
の
展
開
は
、
ま
さ

に
、
敦
子
さ
ん
の
お
力
添
え
に
よ
る
と
思
え
る
よ
う
な
幸
い
な
出

会
い
が
重
な
っ
て
い
っ
た
も
の
で
し
た
。

ー Iam Filipino-American. 1 was bom in New York in the same year as Ms. 1、Sambu.
My father sent me to the Philippines in 1948 for high school and university that is 
why 1 had a chance to see her. After university 1 retumed to the United States for 
graduate school. 1 did not hear anything more about Ms. 1、Sambu.

ln 1969 1 w出 invi_tedto come to Japan to work for the University of Tokyo Press 
(東京大学出版会).In the fol1owing year 1 read in the newspaper that Ms. 
Nambu had been killed in an automobi1e accident. It was really a very big shock 
for me. The young woman that hundreds of Filipino students had admired as the 
symbol of new Japan was gone. And even though 1 had come to Japan and was 
planning to look for her 1 realized 1 would never be able to see her again. It was 
very sad and 1 w出 sosorry to about her death. 

1 wish 1 could have sent condolences to her family after her death but 1 did not 
know how to do it. 

Can you tel1 me， is there any place to find a photograph of her during the Asian 
g釘nes?

Sincerely yoぽ s，

Amadio Arboleda 

アルボ レー ダ ・アマデオ
教授 城西国際大学大学院人文科学研 究科
千葉県東金市
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ま
ず
、
メ
ー
ル
の
転
送
を
受
け
た
数
日
後
に
は
、
数
年
ぶ
り
に

千
里
山
を
訪
ね
、
友
人
宅
に
泊
め
て
頂
く
予
定
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
そ
の
折
り
に
、
南
部
さ
ん
の
お
宅
を
お
訪
ね
し
、
幸
い
に
も
ご

在
宅
だ
っ
た
久
子
様
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
小

学
生
の
頃
か
ら
、
久
子
様
の
こ
と
を
“
南
部
さ
ん
の
小
母
様
"
と
お

呼
び
し
て
親
し
み
、
私
の
母
も
謡
の
趣
味
を
通
じ
て
久
子
様
と
親

し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
間
柄
で
し
た
の
で
、
昔
通
り
の
小
母

様
の
笑
顔
に
接
し
た
時
に
は
、
昔
の
思
い
出
と
共
に
、
懐
か
し
さ

一

杯
で
し
た
。

し
ば
ら
く
は
昔
話
に
花
を
咲
か
せ
た
も
の
の
、
敦
ち
ゃ
ん
の
思
い

出
に
触
れ
る
こ
と
は
、
小
母
様
に
悲
し
み
を
よ
み
返
え
ら
せ
る
こ

と
に
な
る
の
で
は
と
の
懸
念
か
ら
、
私
も
鴎
賭
す
る
気
持
ち
で
お

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
小
母
様
の
近
況
を
伺
っ
た
の
ち
、
敢
え
て
ア
ル

ボ
レ

l
ダ
さ
ん
か
ら
届
い
た
メ

i
ル
の
一
件
を
お
伝
え
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
た
の
で
し
た
。

「
敦
子
の
こ
と
を
半
世
紀
以
上
も
の
長
い
間
、
記
憶
に
留
め
て
い
て

下
さ
っ
た
と
は
、
本
当
に
有
難
い
こ
と
で
す
。
敦
子
の
思
い
出
に
触

れ
た
り
語
っ
た
り
す
る
の
が
辛
い
時
期
も
続
き
ま
し
た
が
、
今
で

は
、
母
親
が
残
し
た
功
績
に
つ
い
て
、
孫
達
に
も
し
っ
か
り
と
伝
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
し
、
伝
え
て
い
く
の
は
、
私
の

責
務
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」

小
母
様
が
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
、
残
さ
れ
た
二
人
の
お
孫
様
を

立
派
に
お
育
て
に
な
り
、
九
十
六
才
に
な
ら
れ
た
今
も
、
昔
通
り

こ
の
メ
ー
ル
に
対
し
て
、
ア
ル
ボ
レ

l
ダ
さ
ん
よ
り
す
ぐ
さ
ま
九

月
十
八
日
付
の
返
信
が
届
き
ま
し
た
。

『千
里
山
会
宛
の
私
の
メ
l
ル
に
ご
返
事
下
さ
い
ま
し
て
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
正
直
に
申
し
て
、
ご
返
事
が
頂
け
る
と
は
期
待
し
て

お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
の
若
者
達
が
、
南
部
敦
子
さ

ん
に
対
し
て
感
じ
て
い
た
深
い
敬
愛
の
念
を
、
敦
子
さ
ん
と
親
し
か

っ
た
方
に
お
伝
え
す
る
手
段
を
得
た
こ
と
、
そ
し
て
最
終
的
に
、
私

の
心
か
ら
の
お
悔
や
み
の
念
を
、
彼
女
の
ご
家
族
や
友
人
の
方
々

に
お
伝
え
で
き
た
こ
と
で
、
私
と
し
て
は
充
分
に
願
い
が
叶
っ
た
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

ご
想
像
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、

一
九
五
四
年
当
時
、
ま

だ
多
く
の
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
人
が
、
日
本
人
に
対
し
て
強
い
怒
り
の
念

を
抱
い
て
お
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
も
、
日
本
人
チ

l
ム
に
対
し
て

暴
力
行
為
が
起
き
な
い
か
と
懸
念
す
る
状
況
で
し
た
。
我
々
学
生

で
さ
え
(
憎
し
み
と
親
し
み
の
よ
う
な
)
両
面
感
情
を
抱
い
て
お
り

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
チ
l
ム
の
若
い
メ
ン
バ
ー
の
方
々
は
、

み
ん
な
素
晴
ら
し
く
、

二
つ
の
国
の
若
者
達
の
聞
の
粋
を
認
め
る
雰

囲
気
を
作
り
出
す
の
に
役
立
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
中
で
も
敦
子

さ
ん
の
存
在
は
、
際
立
っ
て
見
え
ま
し
た
。

長
年
の
戦
争
の
あ
と
、
当
時
の
多
く
の
若
者
に
と
っ
て
、
平
和
と

の
笑
顔
で
元
気
な
日
々
を
過
ご
さ
れ
て
い
る
お
姿
に
、
言
い
知
れ
ぬ

深
い
感
動
を
覚
え
て
お
り
ま
し
た
。
お
孫
様
方
も
そ
れ
ぞ
れ
に
、
お

幸
せ
な
ご
家
庭
を
持
ち
、
堺
と
千
里
山
の
お
近
く
に
お
住
ま
い
の

ご
様
子
も
伺
い
ま
し
た
。

東
京
に
戻
っ
て
直
ぐ
に
、
千
里
山
会
の
事
務
局
よ
り
の
返
信
メ

ー
ル
を
ア
ル
ボ
レ
l
ダ
さ
ん
宛
に
(
九
月
十
六
日
付
)
お
送
り
し
ま

し
た
。
返
信
文
で
は
ま
ず
、
先
に
頂
い
た
メ
ー
ル
に
対
す
る
お
礼
を

述
べ
た
あ
と
、
千
里
山
会
の
説
明
を
加
え
、
次
に
、
千
里
山
に
お
住

ま
い
の
敦
子
さ
ん
の
母
上
久
子
様
を
お
訪
ね
で
き
た
こ
と
、
ア
ル
ボ

レ
l
ダ
さ
ん
が
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
メ
ー
ル
の
趣
旨
と
お
悔
や
み
の

言
葉
に
、
久
子
様
が
大
変
感
激
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
お
伝

え
し
ま
し
た
。
更
に
久
子
様
に
つ
い
て
は
、
忠
平
氏
と
共
に
二
人
の

お
孫
様
を
立
派
に
育
て
ら
れ
、

一
九
九
七
年
に
忠
平
氏
が
亡
く
な

ら
れ
て
か
ら
は
、
お
一
人
の
生
活
に
な
ら
れ
た
も
の
ヘ
、
同
じ
敷
地

内
に
、
お
孫
様
の
お

一
人
が
ご
家
族
と
お
住
ま
い
に
な
っ
て
お
ら
れ

る
な
ど
、
九
十
六
才
に
な
ら
れ
て
な
お
、
お
元
気
な
近
況
を
お
伝

え
し
、

一
九
三
二
年
の
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
三
段
跳
で

優
勝
さ
れ
た
忠
平
氏
の
偉
大
な
功
績
に
つ
い
て
も
書
き
添
え
て
お

き
ま
し
た
。
最
後
に
ア
ジ
ア
大
会
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
公

立
図
書
館
で
関
連
の
雑
誌
も
見
付
か
る
の
で
は
な
い
か
と
お
伝
え

し
ま
し
た
。
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い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
し
た
。
日
本
チ
l
ム
の
メ
ン
バ
ー
の

方
々
と
お
会
い
し
た
あ
と
、
私
達
は
、
永
久
の
平
和
と
い
う
も
の
が

可
能
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
り
ま
し
た
。

敦
子
さ
ん
の
母
上
か
ら
の
お
言
葉
を
伝
え
聞
い
て
、
当
時
同
じ

年
頃
だ
っ
た
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
の
同
世
代
の
者
た
ち
の
た
め
に
も
、
お
悔

や
み
の
気
持
ち
を
南
部
家
の
方
々
に
伝
え
る
と
い
う
仕
事
を
、
長

く
遅
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
う
に
か
果
た
せ
た
と
感
じ
、
ご

尽
力
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
敦
子
さ
ん
が
我
々
に
残
し
て
下
さ

っ
た
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
我
々
の
言
葉

が
、
彼
女
の
ご
家
族
の
耳
に
届
い
た
と
知
っ
て
、
今
私
の
気
持
ち
は

楽
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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も
ち
ろ
ん
私
は
、
敦
子
さ
ん
の
父
上
南
部
忠
平
氏
の
偉
大
な
功

績
に
つ
い
て
、
前
々
よ
り
存
じ
て
お
り
ま
す
。
ほ
か
の
誰
も
成
し
得

な
か
っ
た
と
き
に
、
ア
ジ
ア
人
と
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
優
勝
な
さ
っ

た
の
で
す
か
ら
、
忠
平
氏
は
、
多
く
の
ア
ジ
ア
人
に
と
っ
て
の
ヒ
ー
ロ

ー
で
も
あ
る
の
で
す
。

助
言
に
従
っ
て
、
ア
ジ
ア
大
会
で
の
敦
子
さ
ん
の
写
真
を
図
書
館

で
探
し
て
見
る
こ
と
に
し
ま
す
。
私
は
、
ア
テ
ネ
オ
・
ダ
・マ
ニ
ラ
大
学

の
同
窓
生
に
、
そ
れ
ら
の
写
真
を
、
敦
子
さ
ん
を
偲
ぴ
ご
冥
福
を

お
祈
り
し
て
使
う
よ
う
に
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
く
つ
も
り
で
お
り
ま



す
。も

う
一
度
あ
な
た
の
ご
親
切
に
お
礼
を
申
し
、
南
部
久
子
様
に

心
よ
り
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
た
く
存
じ
ま
す
。
敬
具

ア
マ
デ
イ
オ
・ア
ル
ボ
レ

l
ダ
城
西
国
際
大
学
』

メ
ー
ル
の
原
文
を
次
ベ
l
ジ
に
掲
載
致
し
ま
す。

ア
ル
ボ
レ
ー
ダ
さ
ん
と
の

一
連
の
交
信
内
容
を
詳
し
く
久
子
様

に
お
送
り
し
て
い
ま
し
た
こ
と
か
ら
、
話
は
思
い
が
け
な
い
展
開
を

見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

南
部
忠
平
氏
が
長
年
毎
日
新
聞
に
勤
務
さ
れ
て
お
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
親
し
く
し
て
居
ら
れ
た
新
聞
社
の
方
が
訪
ね
て
来
ら
れ

た
折
り
に
、
久
子
様
が
交
信
内
容
を
見
せ
て

一
部
始
終
を
伝
え
ら

れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
方
が
す
ぐ
に
手
配
さ
れ
て
、
「
陸
上
競
技
十
二

月
号
」
(
講
談
社
)
の
頁
を
飾
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
新
聞
社
の

方
が
、
敦
子
さ
ん
の
写
真
も
拡
大
コ
ピ
ー
し
て
久
子
様
の
も
と
に

届
け
て
下
さ
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
写
真
と
発
売
前
の
雑
誌
と
を
、

昨
年
十

一
月
の
千
里
山
会
総
会
に
千
里
山
か
ら
ご
出
席
下
さ
っ

た
十
五
回
山
本
平
八
郎
さ
ん
が
、
久
子
様
の
依
頼
を
受
け
て
会
場

に
ご
持
参
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
幸
運
な
出
会
い
が
重
な
り
、

感
激
を
覚
え
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

千里山会からの返信に対するアルポレーダさんからのお礼のメッセージ

差出人 AmadioArboledaくaaarboleda@gmail.com>
題名 Re:滝沢万里子様へのメッセージ
宛 先: Yoichi Okuda<qvd03137@凶fty.ne.jp>
送信 日時 :Thu 09/18/2008 21 :43:43 JST 

Dear Mr. Okuda， 

It was very kind of you indeed to respond to my message to Senriyama-kai. To be" 
honest 1 did not expect to get a reply. It w出 enoughfor me that 1 had some way of 
expressing to someone close to Ms.トlambuthe deep appreciation that young people 
in the Philippines felt toward her and that 1 could finally express my sincere 
sympathy to her farnily and什iendsafter her tragic death. 

As you can imagine， many Filipinos still had s仕ongfeelings of anger toward 
Japanese in 1954. The Philippine governrnent w出 very worried about the 
possibility of violence against the Japanese team. Even we students were very 
ambivalent. However， the young members of出eJapanese team were all wonderful 
and helped to create an atmosphere that allowed a bonding between young people 

. of both countries. Among te創nmembers， we thought Atsuko Nambu was the best. 

As wIth many young people at that tIme peace was the most important thing after 
years of war. We thought lasting peace was possible after meeting the Japanese 
team members. 

「陸
上
競
技
平
成
二
十
年
十
二
月
号」
の
記
事
の
コ
ピ
ー
を
次
ベ
1
ジ
に
掲
載

し
ま
す
。

ア
ル
ボ
レ

l
ダ
さ
ん
が
ア
ジ
ア
大
会
で
の
敦
子
さ
ん
の
写
真
を
望

ん
で
お
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
届
い
た
写
真
を
ど
こ

か
で
手
渡
せ
な
い
か
と
連
絡
を
取
り
、
十

一・
月
二
十

一
日
東
京
駅

前
の
丸
善
で
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
お
互
い

に
初
対
面
、
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
ア
ル
ボ
レ

l
ダ
さ
ん
の
経
歴
紹
介
に

あ
っ
た
顔
写
真
だ
け
が
唯

一
の
手
掛
り
で
、
果
し
て
う
ま
く
お
会
い

で
き
る
か
ど
う
か
と
不
安
を
感
じ
な
が
ら
丸
善
に
向
か
い
ま
し
た
。

指
定
の
四
階
外
国
図
書
コ
ー
ナ
ー
も
か
な
り
広
か
っ
た
の
で
、
ど
の

方
か
知
ら
と
伺
い
な
が
ら
、
お
互
に
目
星
を
付
け
て
恐
る
恐
る
名

乗
っ
て
の
初
対
面
と
な
り
ま
し
た
。
お
茶
を
頂
き
な
が
ら
約
一
時

間
余
ま
り
お
話
し
ま
し
た
が
、
五
十
年
余
ま
り
前
の
マ
ニ
ラ
で
、
ま

だ
対
日
感
情
の
悪
い
雰
囲
気
の
中
で
果
た
さ
れ
た
敦
子
さ
ん
の
国

際
親
善
の
功
績
に
つ
い
て
、
直
接
に
お
話
を
伺
う
こ
と
は
、
本
当
に

感
動
を
新
た
に
す
る
も
の
で
し
た
。
ア
ル
ボ
レ

l
ダ
さ
ん
も
、
お
届

け
し
た
雑
誌
と
敦
子
さ
ん
の
写
真
を
手
に
し
て
大
変
に
喜
ん
で
お

ら
れ
ま
し
た
。
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更
に
そ
の
後
、
ア
ル
ボ
レ
!
ダ
さ
ん
が
ア
テ
ネ
オ
・デ
・
マ
ニ
ラ
大

学
の
同
窓
生
に
連
絡
を
取
ら
れ
た
結
果
、
一
九
五
四
年
の
第
二
回

ア
ジ
ア
大
会
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
タ
イ
ム
誌
を
保
存
し
て
い
る

Your words about Atsuko's mother made me feel that 1 had managed to complete' 
the long delayed task of expressing condolences to the Nambu family on behalf of 
a generation of Filipinos who were her age when she went to Manila. ] am most 
grateful to you and Ms. Terazawa for that. 1 will never forget what Ms. 1、畑mbuleft 
for us， but now 1 can rest easier knowing that my words have reached the ears of 
her family. 

Of course， 1 long knew about the wonderful achievements of Mr. Nambu， Atsuko's 
father. He was also a hero to many Asians because he couldwin in the Olympics as 
an Asian at a time when others could not. 

1 will follow your suggestion and visit a library to search for a photo of Ms. 
Nambu during the games. 1 will suggest to my fellow alumni at the Ateneo de 
Manila University that we use the photos in a tribute to the memory of Ms. Nambu. 

Once again， thank you very much for your kindness and sincere greetings to Mrs. 
1、~ambu and Mrs. Terazawa. 
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With best regards， 

Amadio Arboleda 
Josai lnternational University 



平成 20年 12月号掲載の記

アッちゃんの母はマス9ーズ選手

f-:-:- ちャんJ町二 yウネームて1:10らも押"
:fnた南l!iI鞄干. L の(_'作I<lf戦干jの tあっJ

4 中世主町頃均ぅ歯色を摺 'J='")Iとい
明h 摘掛九時リ也t.J 74， 、7i.T>もtJ;

畠りれ1. 現t!Jでの恒も!l:l'出にjfるし-^
11. ・R間宮略官.の大曲tιも宰った‘ 2 回?~

ア k~の f)<植戦壱制Lh'【旧 mJ.

再舟の母乳子は{討}日本マ ~9-;;(階上

般開"自の品曹関閉Eある内'婦の血.を11'):腎
け マ疋タ って時上の田冷た.~丸役， 3kg) 

U';-喝砲の部て ?m74の7・')"1'配銀を楠つ.

..明謝"111・m・11!l.1II立鐘復刻1)で・・BジψンプEする

筒.，聖子

走って.跳ぶ盗は観客を魅了した.1950 (昭

和25)年の第3回インターハイに1年生で置場

した時に.サラブレッドとして話題になった.

足の速さは小学生の頃からだ.その・走り.

にいち早く目を留めていたのが.光筆学幽の

小池良一 (2008年4月号参照)である.知己

の間柄だった父・忠平に I敦ちゃんは私が仕

立τるからjと，光撃中への進学を勧めた.

が.忠平は自由に陸上をさせる気はまったくな

かった天才ジャンパー‘と橿われたJ忠平だ

が，人知れぬ血のにじむ練習を震ねT結果を

出したのだ.[そんな苦労を般にはさせたくな

い.平凡でいい.女らしい生活を送ってくれた

らjという観心が強かった.しかし.小池のあ

まりの然心さに折れ.敦子は光JtI学園へ.

天賦の才能を硲め. [動き(アオーム)が合

理的で.無鎖の勝負強さjの武器を備えた敦

子が.父と同じように徹底して隆上に打ち込

んでいたら一一.ところが『あまり練習に打ち

込んでいなかった.欲もなかったJ(久子).

敦子の胸のうちには f‘父の血を引く.とか.

・サラプレッド.などと言われた〈ないJと
いう患いがあったのだろう.昭如30年代に

入って間もなく.さっさとスパイクを脱いでし

卓った.

第一線を退いた後は.解放されたかのよう

にボウリングに打ち込み.ここでもプロ並みの

腕を見せた.佳人薄命を惜しむ声は今なお強

い (文中敏称略)

「陸上競技J

南部敦子。." . 
向日葵のように咲いたー輸の花

戦後の昭和20年代から30年代の初めにか に住h.アテネオマニラ大で学んだ.その時.
"ぞ

けて日本陸上界の名花.と狙われた l人 アジア大会があり.同僚らと観戦するうち.当

に南部敦子がいる.30数年前に不自置の交通 地の学生聞に大人気となったのが南部だ.彼

'放に遭い.不幸にも若くして亡くなった.以 らの聞では[(南部は)新生日本のシンボルで

後.歳月が過ぎ去ったこの秋.大阪府吹田市 あるjとまで曹われたそうだ.

に住む母・久子 (96歳)に愛鑓敦子にまつわ アルポレ-~はあいさつを交わした 1 人

るエピソードが f干里山会jの関係者から届 だが. [(南部の)すてきな微笑みを自の当

けられた.千里山会とは南部が学んだ千星第 たりにすることができたのは.本当に幸運

二小{吹田市)の同窓生による東京での貌随 だっt，:J.同教慢だけでなく.南部の微笑みは

会を指す. 'T~ ちゃんスマイル.として. すべての人に高

当のiIl話とは.南部が京都の光準短大生 い好感度を与えていたのだ.その後.米国に

として.フィリピンのマニラで1954(昭和29) 戻っTいた71~ ;j(レーダが来日したのが19日9

年に開催された第2回アジア大会に出場した 年.翌年に報道で南部が交通事故で亡くなっ

折.あまりの活組ぶりに同国の国民感情が好 たことを知った.[大きなショックを受けたJ
転した.というのだ.すでに第二次大織が終 と述懐している.

わり.9年の歳月が掠れていたものの.7ィリ 懇しい逝去のニュースを知り.7ルポレー

ピンの対日感情はすこぶる惑かった.この件 膏は南部に関する情報をインヲーヰ y卜で探

は日本経連70年史の同大会の項にも触れてあ し求め，たどり着いたのが千里山会のホーム

るが.鎖技峨だけでなくJ、たるところで鵬声 ベージだった.そこには南部への迫悌文が

を裕びせられたりした. あった.同教授は千里山会へ問い合わせの文

こうした事態を方向転換させたのが南部の 面を出L.同会から返{習を出すなどしたこと

大活鰻だった.100mは12秒5の同タイムのt症 が.今回のいきさつにつながった.これらの路

般の来.胸の差で勝った.後の200m(予選回 を耳にした久子は[(敦子が)・民間外交.をJ
U 

25秒3=日本夕刊 .4XIOOmリレー (2走). と.亡き愛鍛iこ思いを馳せた.

走幅跳の3極自はいずれも21立を確保.一蹴 敦子の父11.オールドファンなら縫もが

『ナンプlの名前は知れ被1).ヒロインとして 知っている故・南部忠平 (2005年8月号参

有名になった. 照}である.1932(昭和7)年ロサンゼルス五

このたび.久子に知らされたのは，当時の 舗の三股跳に15m72で金メダルを取り前年

話を裏付けするような内容だった.このエピ には走幅跳で7m98を跳んだ.いずれも当時

ソードを引き出す役割を操たした人物は.峨 の世界記録である.偉大な父の血を引〈敦子

西国際大の客員教慢であるアマデオ・アルポ は旧五種鏡筏で日本記録を4度作るなど.万

レーダである.フィリピン系米国人の同教侵 向Eぶりを発揮した.語り草は第2回アジア大

1:ニューヨーク生まれだ机学生の頃はマニラ 会で活組した年のインターカレソジである.

v・大与父思専とのツーシヨツ併 100mと200m.走高跳に l位を寄ったほか.

80mハードル.4XIOOmリ

レー.定幅銚で2位，やり役

でも6位に入り.リレーを除

き29点をゲッ卜した時だ.1

位6点・ 6位1点の採点法

の時代に.これだけの高得点

を.インカレ史上の単独最多

得点ともきえる.

イン9ーハイでも3年間.

会場を豊臣やいだ雰囲気に

した.優勝こそ1年生での4

XIOOmリレー (1re)と.3

年生の100mに限られるが，

走高跳に走幅跳に強風に

A回 uko Nanbu 

方
が
居
ら
れ
る
と
分
か
り
、
そ
の
記
事
を
転
送
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
、
ア
ル
ボ
レ
ー
ダ
さ
ん
の
お
話
を
裏
付
け
る
よ
う
な

敦
子
さ
ん
の
功
績
を
讃
え
る
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
記
事
の

一
部

を
お
伝
え
す
る
と
次
の
よ
う
な
内
容
で
す
。

『
マ
ニ
ラ
の
ラ
イ
ザ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ア
ム
は
、
第
二
回
ア
ジ
ア

大
会
の
会
場
と
な
っ
た
が
、
そ
の
地
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
の

マ
ニ
ラ
解
放
戦
の
さ
中
、
日
本
人
が
最
後
の
拠
点
と
し
て
潜
伏

し
て
い
た
場
所
と
し
て

一
部
の
フ
イ
リ

ツ
ピ
ン
人
に
は
忘
れ
ら

れ
な
い
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
記
憶
も
、
日
本
人

選
手
の
競
技
を
讃
え
る
ど
よ
め
き
に
よ

っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
か
き

消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
大
会
出
場
選
手
の
中
の

ス
タ
ー
の

一
人
が
、
南
部
敦
子
と
い
う
十
九
才
の
す
ら
っ
と
し

た
日
本
の
若
い
女
性
(
五
フ
ィ
ー
ト
四
イ
ン
チ
、
一
一
六
ポ
ン

ド
)
だ
っ
た
。
彼
女
は
一

O
O米
走
に
優
勝
し
、
二

O
O米
走

と
走
り
幅
跳
で
二
位
、
女
子
リ
レ
ー
チ
ー
ム
の
最
終
走
者
を
務

め
た
。

(
彼
女
の
父
南
部
忠
平
は
、
現
在
大
阪
で
ス
ポ
ー
ツ
記

者
を
し
て
い
る
が
、

一
九
三
二
年
の
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
三
段
跳
の

優
勝
者
で
あ
る
)
』

一
九
五
四
年
五
月

一
七
日
月
曜
「
タ
イ
ム
誌
・第
二
回
ア
ジ
ア
大
会
」
の
記
事

よ
り
引
用
。
原
文
は
次
ベ
l
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。
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千
里
山
会
の
事
務
局
に
舞
い
込
ん
だ
突
然
の
メ

l
ル
に
始
ま

り
、
千
里
山
で
の
久
子
様
と
の
再
会
、
ア
ル
ボ
レ
ー
ダ
さ
ん
と

の
交
信
、
新
聞
社
の
方
へ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
伝
達
、
雑
誌
「
陸

上
競
技
」
へ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
掲
載
、
山
本
平
八
郎
さ
ん
に
よ

る
千
里
山
会
総
会
で
の
雑
誌
と
写
真
の
ご
紹
介
、
ア
ル
ボ
レ
ー

ダ
さ
ん
へ
の
雑
誌
と
写
真
の
受
け
渡
し
な
ど

一
連
の
展
開
を
顧

み
ま
す
と
、
偶
然
と
幸
運
な
出
会
い
が
重
な
り
、
見
え
な
い
力

に
助
け
ら
れ
た
思
い
を
、
改
め
て
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
私
は

こ
の
間
の
日
々
、
昔
の
思
い
出
を
懐
し
み
な
が
ら
、
敦
ち
ゃ
ん

の
存
在
を
身
近
に
感
じ
て
過
ご
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
私
達

同
級
生
に
と

っ
て
、

敦
ち
ゃ
ん
は
忘
れ
ら
れ
な
い
人
で
す
が
、

今
回
の
こ
と
で
、
彼
女
は
私
達
の
心
の
中
に
、
よ
り
強
く
生
き

続
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

半
世
紀
以
上
も
前
に
果
た
さ
れ
て
い
た
敦
ち
ゃ
ん
の
国
際
親

善
の
功
績
を
、
長
年
忘
れ
ず
手
を
尽
し
て
私
達
に
伝
え
て
下
さ

っ
た
ア
ル
ボ
レ
ー
ダ
さ
ん
の
誠
実
な
思
い
に
は
、
頭
が
下
が
る

ば
か
り
で
す
。
直
接
お
会
い
し
て
心
温
ま
る
思
い
を
し
ま
し
た

し
、
同
世
代
の
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
の
方
々
の
ご
好
意
に
も
感
謝

一

杯
の
気
持
で
お
り
ま
す
。
同
じ
く
戦
争

・
戦
後
の
時
代
を
経
て

い
る
だ
け
に
、
そ
の
思
い
を
よ
り

一
層
強
く
致
し
ま
す
。
そ
し

て
、
今
に
し
て
伝
わ
っ
た
敦
子
さ
ん
の
功
績
を
、
九
十
六
歳
に

な
ら
れ
て
い
た
母
上
久
子
様
に
お
伝
え
し
、
喜
ん
で
い
た
だ
け

た
こ
と
が
、
私
と
し
て
は
何
に
も
増
し
て
嬉
し
い
こ
と
で
し
た
。
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1954年 5月 17日月曜 fタイム誌・第二回アジア大会Jの記事原文

ー l ý5~1

The Japanese were the flrst ASlan people to turn from the ceremonlal protocoトsu行

sports (sumo JUjltSU) of thelr past to more competllive Western alhletlcs They have also 

conslstently produced the only 

ASlan athietes 10 come really close to Western records Last week al Manlla 180nental 

nallons (nol Includlng Red Chlna) competed In the Second ASlan Games and the 

Japanese agaln ran off and swam 0仔wlthmost of the honors But competltlon from 

other ASlan natlons seemed to be gelllng sllffer 

ManlJa's Rlzal Stadlum was the scene 01 the Second ASlad and a few FllIplnos had 

trouble forgettlng that Ihe Japanese had holed up In that very spot for a last-dllCh stand 

dunng the IIberalion of Manlla In World War 11 But such memones were soon drowned 

by roars of approval for the Japanese performances One of the slars of the meet was a 

slender (5代 4In 116 Ibs.) 19・year-oldJapanese glrl named Atsuko Narnbu‘whowon 

the 100・meterevent placed second at 200 meters and In Ihe broad jump and anchored 

the Japanese women's relay leam (Atsuko・sfather. Chuhei Nambu now an Osaka 

sportswnler was the Olymplc hop-step-jump champlon In 1932) 
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Mumtd... Mav Second Asiad Time Magazine 久
子
様
よ
り
の
お
礼
状Z

H
-
h
 

1

・、
内
よ

ず
前
島
人
ふ

録
を最
間後
了に
ジ ァ
に/レ
ごポ
組 レ
介|
さ ダ
せ教
主授
l県の
きプ
寧 ロ

十 7
グム
!と
グ日
/V 本
検 で

きe
主語
3 躍

の
記

久
子
様
の
近
況
に
つ
い
て

前
述
の
通
り
、
昨
年
九
月
に
お
元
気
な
久
子
様
と
の
再
会
を
喜

ん
だ
ば
か
り
で
し
た
の
に
、
久
子
様
が
お
怪
我
な
さ
っ
た
と
五
月
に

伝
え
聞
い
て
驚
き
ま
し
た
。
詳
し
い
様
子
が
分
か
ら
ず
に
案
じ
て
お

り
ま
し
た
が
、
機
会
を
得
て
六
月
二
十
一
日
に
お
見
舞
い
に
伺
う

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

Desplte the bnlllance of Indlvldual performers no counlry could match the overall leam 

balance of the Japanese， who won the Second ASlad (as Ihey had the flrsl， In New Delhi 

In 1951) wllh a team score of 2 390 points Runners-up. the Phlllppll1es， wlth 1.736% 

pOlnts 

The Asian Games. also called the Asiad‘IS a multl-soort even! held every four 

years among型自皇室豆 fromall over ASI宣 Thegames are regulated by the 

OIvmOlc Council of ASI2 (OCA) und陪rthe supervlsion of the jnternational 

0Ivmolc Commllte~ (IOC) Medals are awarded in each event. wllh gold for flrst 

place silver for second and bronze for third a traditlon whlch started In 1951 

Compelllors are enlered by a ~atlonal Olvmolc Committeg (NOC) to represent 

thelr country of citizenshlp ~atlonal anthem~ and fla虫 ac∞mpanythe medal 

ceremonles， and tables showing the number of medals won by each country are 

wldely used In general only fP.cognised natlons are represented， bul a few 

non-soverelgn countries are allowed to take part The speclal臼 seof工旦笠包
was handled by having it compete as _c_htnese TaweI町 due10 the 0olilical slatus 

of Taiwan 

eo 

介
護
施
設
か
ら
ご
自
宅
に
戻
っ
て
待
っ
て
い
て
下
さ
っ
た
久
子
様

は
、
車
い
す
を
ご
使
用
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
も
の
弘
、
す
こ
ぶ
る

お
元
気
な
ご
様
子
で
、
ま
ず
ほ
っ
と
致
し
ま
し
た
。

残
念
な
事
故
と
は
、
二
月
に
ご
自
宅
前
で
タ
ク
シ
ー
を
降
り

ら
れ
た
折
に
、
タ
ク
シ
ー
の
ド
ア
の
外
側
に
ま
だ
手
を
触
れ
て

お
ら
れ
た
と
き
に
タ
ク
シ
ー
が
動
き
、
は
ず
み
で
転
ば
れ
た
た

め
に
起
き
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
幸
い
骨
折
に
は
至
ら
な
か
っ

た
も
の
の
、
痛
み
と
腰
の
骨
の
ず
れ
の
治
療
に
約
三
ヶ
月
入
院

な
さ
っ
た
結
果
、
足
の
筋
力
の
低
下
を
招
き
、
目
下
筋
力
回
復

の
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
訓
練
中
と
の
こ
と
で
し
た
。
日
頃
何
か
と

久
子
様
の
面
倒
を
見
て
来
ら
れ
た
十
五
回
山
本
平
八
郎
さ
ん

の

奥
様
道
子
様
の
お
話
で
は
、
訓
練
に
も
前
向
き
で
、
秋
の
千
里

山
会
総
会
、
懇
親
会

へ
の
参
加
希
望
を
目
標
に
日
々
励
ま
れ
て
、

今
で
は
介
助
が
あ
る
と
数
歩
お
歩
き
に
な
れ
る
ま
で
回
復
な
さ

っ
た
と
の
お
話
し
で
し
た
。

事
実
、
九
十
七
歳
に
な
ら
れ
た
今
も
、
記
憶
力
抜
群
で
、
思

い
が
け
な
い
事
故
に
も
屈
す
る
こ
と
な
く
、
明
る
い
笑
顔
で
、

自
然
と
楽
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
お
ら
れ
る
様
子
に
感
心

致
し
ま
し
た
。

私
共
家
族
が
、
主
人
の
転
勤
で
米
国
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
郊
外

の
ハ

l
ツ
デ
l
ル
と
い
う
町
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
折
に
、
小

母
様
が
空
港
か
ら
お

一
人
で
、
初
め
て
の
見
知
ら
ぬ
地
と
い
う
の

に
、
一
時
間
以
上
も
掛
か
る
長
距
離
を
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
訪
ね
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アノレポレーダ教授のプロフィーノレと日本でのご活躍の記録

1964-69年AmericanHer陶 geDictionary編集員

69-76年ー東京大学出版会国際出版部編集長

85-96年ー国連大学理事会担当、 86-96年.同大学出版局局長、 85-89年同大学学長室室長

96年城西国際大学人文学部教綬、 2002年ー同学部国際交流学科長、 06年同学部菖IJ学部

(グーグル検索による)

Amadio A巾oleda(アマデオ・アルボレーダ)

1956年:Ateneode Manila Uni時 間ity卒業

客員教綬織位

日高霞

長、同学部客員教授、 NGO・NPO支媛センター所長、08:年名称変更により国際人文学部客

員教綬

コミュニケーションと文化、出版業歴史

国際摩擦とコミュニケーション、出版文化論、日本とアジアの出版文化、国際交流とメディア、

国際交流・協力演習 I・目、国際交流研修

専門領域

担当科目

て
来
て
下
さ
り
、
そ
の
勇
敢
さ
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

す
が
、
も
う
四
十
三
年
ほ
ど
も
昔
の
こ
と
で
す
の
に
ハ

l
ツ
デ

|
ル
と
い
う
町
の
名
前
か
ら
、
到
着
時
の
様
子
な
ど
を
鮮
明
に

覚
え
て
お
ら
れ
、
今
回
私
と
同
行
し
て
小
母
様
と
の
再
会
を
果

た
し
た
主
人
共
々
た
だ
た
だ
感
嘆
す
る
ば
か
り
で
し
た

c

当
日
は
、
連
絡
な
ど
お
世
話
下
さ
っ
た
山
本
道
子
様
に
加
え

て
二
十
回
の
樺
山
翠
さ
ん
も
お
見
え
に
な
り
、
久
子
様
を
囲
ん

で
千
里
山
会
に
ま
つ
わ
る
話
題
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
千
里
山

の
昔
話
へ
と
話
題
は
続
き
、
楽
し
い
午
後
の
ひ
と
と
き
と
な
り

ま
し
た
。

お
い
と
ま
す
る
際
に
、
久
子
様
が
掛
け
て
下
さ
っ
た
言
葉
は

「
次
に
会
う
の
は
十
月
東
京
よ
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
言
葉

通
り
久
子
様
の
ご
希
望
が
か
な
い
、
東
京
に
久
子
様
を
お
迎
え

す
る
と
い
う
私
達
の
夢
が
実
現
し
ま
す
よ
う
に
念
じ、

一
日
も

早
い
ご
回
復
を
お
祈
り
し
た
こ
と
で
し
た
。

久
子
様
の
お
見
舞
い
に
伺
っ
た
筈
の
私
共
で
し
た
の
に
、
久

子
様
の
明
る
さ
、
前
向
き
な
姿
勢
か
ら
、
逆
に
教
え
ら
れ
児
習

う
こ
と
が
多
く
、
心
よ
り
敬
服
し
て
戻
っ
た
次
第
で
し
た
c

(
平
成
二
十

一
年
六
月
二
十
八
日
記
)

[大学院]国際コミュニケーション実務、国際アドミニストレーション演習、国際アドミニストレーシ

ヨン・インターンシップ

国際コミュニケーションと文化研究テーマ

「中世中国の量豊かな印刷文化.グーテンペルクの先駆者JW本とコンピュータオンラインジャー著書・2童文

ナル~2 月 4 日号 2∞4 (附p:i/www.honcojp川er_os/page .php?issue=16) 

. The Gutenberg Syndrome: An Ulusion of Intemational Research. Joumal of Scholarly 

PublishingVol. 32， Number 3，2001 

.Publishing in Japan.ln Intemational8ook Publishing: An Encyclopedia， New York & London: 

Garland Publishing， Inc.， 1995 

. Philip G. Altbach， Amadio A Arboleda， and S. Gopinathan (eds.) Publishing のめeThird World' 

Knowledge and Development London: Mansell Publishing， Ltd.， 1985 

• Gaston Petit and Amadio Arboleda Evoルわ'gTechniques in Japanese Woodblock Prints. T okyo， 

New York & San Francisco: Kodansha Intemational， Ltd.， 1977 

大学での 4年聞は、日本人の平均寿命である 80年の人生のなかでは、長い期間とはいえま

せん。働く年月は、もっと長くなります。だから、楽しんだり友達を作ったりすることと、将来のキ

ャリアと充実した人生のために勉強したり経験をつんだりすることを両立させられるように一生

懸命やって下さい。
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学生への

メッセージ

南
部
久
子
さ
ん
を
囲
ん
で

寺
揮
さ
ん
・
樺
山
さ
ん
・
山
本
さ
ん
(
平
成
M
年
6
月
別
日
)
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