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私
は
山
に
登
っ
て
い
る
。
も

う
十
年
も
前
、
韓
国
に
暮
ら
し

て
い
た
と
き
の
こ
と
だ
。
初
夏

の
頃
だ
っ
た
ろ
う
か
、
山
は
突と

っ

兀こ
つ

と
聳
え
、
日
曜
日
な
の
だ
ろ

う
、
人
び
と
が
賑
や
か
だ
っ
た
。

前
方
を
見
る
と
、
私
の
先
を
登

っ
て
い
る
の
は
、
少
女
と
父
親

で
あ
っ
た
。
十
歳
ぐ
ら
い
の
少

女
は
、
磊
々

ら
い
ら
い

た
る
登
り
道
を
、

父
の
手
を
堅
く
握
り
な
が
ら
歩
ん
で
い
る
。
す
れ
違

う
の
は
会
社
の
仲
間
か
、
三
十
代
く
ら
い
の
男
た
ち

が
赤
や
黄
色
の
派
手
な
服
を
着
て
下
り
て
く
る
。
韓

国
の
山
登
り
は
、
時
局
を
論
じ
る
声
、
家
族
の
問
題

を
吐
露
す
る
声
、
大
声
で
歌
う
声
な
ど
が
谺こ

だ
ま

し
あ
っ

て
、
実
に
娯た

の

し
く
現
世
的
な
の
だ
。

そ
ん
な
山
行
き
の
道
を
、
私
も
ま
た
娯
し
ん
で

い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私
は
次
の
瞬
間
、
ま

ざ
ま
ざ
と
目
に
し
た
の
だ
。
自
ら
が
韓
国
人
の
中
に

分
け
入
り
、
彼
ら
の
紐
帯
を
攪
拌
し
よ
う
と
す
る
姿

を
。
休
日
の
山
登
り
。
こ
の
国
の
人
び
と
の
さ
さ
や

か
な
安
逸
と
幸
福
を
、
私
は
破
壊
す
る
他
者
と
し
て

ふ
る
ま
う
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

ま
た
、〈
あ
い
つ
〉
が
現
れ
た
の
だ
っ
た
。〈
あ

い
つ
〉
と
い
う
の
は
、
時
折
私
の
周
囲
に
現
れ
て
は

ノ
イ
ズ
と
し
て
振
る
舞
う
、
不
気
味
な
〈
影
〉
で
あ

っ
た
。〈
影
〉
は
私
を
日
曜
日
の
悪
魔
に
し
た
。
そ

し
て
こ
の
悪
夢
は
、
し
ば
ら
く
の
間
私
を
放
さ
な
か

っ
た
。

私
の
神
経
は
当
時
す
り
へ
り
、
強
く
張
り
す
ぎ

た
弦
の
切
れ
る
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
私
と
い
う
存
在

そ
の
も
の
が
、
あ
る
瀬
戸
際
に
瀕
し
て
い
た
と
い
お

う
か
。
し
か
し
〈
影
〉
は
、
私
に
個
人
的
に
所
属
し

て
い
る
の
で
も
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
私
が
「
日
本
人
」

と
い
う
類
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
と
、
関
係
が
深
い

よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
〈
影
〉
を
明
晰
に
記
述
し
よ
う
。
私
の
学

問
的
決
意
は
こ
こ
に
固
ま
っ
た
。
こ

の
〈
影
〉
を
記
述
で
き
な
く
て
、
何

の
学
問
で
あ
り
何
の
認
識
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
が
私
の
思
い
で
あ
っ
た
。

心
理
学
で
も
歴
史
学
で
も
社
会
学
で

も
人
類
学
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
は
こ
の
〈
影
〉
を
記
述
で
き
な

い
。
な
ぜ
か
。
記
述
す
る
自
己
を
、

記
述
さ
れ
る
対
象
か
ら
分
離
し
て
し

ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
。
た
と
え

ば
最
近
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
う

方
法
論
が
脚
光
を
浴
び
て
い
て
、
私
も
魅
力
を
感
じ

る
こ
と
は
感
じ
る
の
だ
が
、
ど
こ
か
物
足
り
な
い
。

隔
靴
掻
痒

か
っ
か
そ
う
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
化
を
記
述
す
る

「
自
分
」
が
い
ま
だ
文
化
の
「
外
部
」
に
あ
る
か
ら

な
の
だ
っ
た
。

〈
影
〉
を
記
述
で
き
る
の
は
、
強
い
て
い
え
ば
、

哲
学
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
既
存
の
哲
学
で
は
な

い
。
自
分
独
自
の
哲
学
が
、
必
要
な
の
だ
っ
た
。
他

者
認
識
の
問
題
、
主
体
の
問
題
、
罪
、
歴
史
、
権
力
、

文
化
、
国
家
、
民
族
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
問
題
…

…
そ
れ
ら
が
こ
の
〈
影
〉
に
は
び
っ
し
り
と
宿
っ
て

い
た
。

す
べ
て
の
既
存
の
学
問
的
方
法
論
を
超
え
た
い
。

そ
の
手
が
か
り
を
、
私
は
つ
か
ん
だ
か
の
よ
う
だ
っ

た
。し

か
し
そ
の
後
十
年
、
私
の
歩
み
は
遅
々
と
し

て
進
ま
な
い
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
ま
だ
〈
影
〉
に
つ

い
て
私
は
何
も
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
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〈影〉を描く

東海大学外国語教育センター助教授

小倉紀藏

一
九
五
九
年
東
京
生
ま
れ
。
東
京
大

学
独
文
科
卒
業
。
ソ
ウ
ル
大
学
哲
学

科
博
士
課
程
修
了
。
専
攻
は
韓
国
哲

学
。
現
在
、
東
海
大
学
外
国
語
教
育

セ
ン
タ
ー
助
教
授
。
著
書
に
『
韓
国

は
一
個
の
哲
学
で
あ
る
』『
韓
国
人
の

し
く
み
』（
講
談
社
現
代
新
書
）
な
ど
。

お
ぐ
ら
　
き
ぞ
う

熟
庫
紗
チ
ョ
ガ
ッ
ポ
　

６
８
×
６
８
セ
ン
チ

表紙撮影：縣　正三

1946 韓国京畿道生まれ。18歳の時から、
刺 家としての道を歩み始める

1984 第９回韓国伝統工芸展に入選。以
後毎年、奨励賞、特別賞などの受
賞を重ねる

1990 東京の 島屋にて「韓国伝統工芸
展」招待展

1994 国務総理賞を受賞
1995 東京の韓国文化院にて個展
1996 ソウルの一民美術館にて個展
1999 『韓国のパッチワーク～ポジャギ』

出版（文化出版局）
現在、刺 ・ポジャギの「名匠」
として作家活動を行うかたわら、
伝統工芸建築学校にて後進の指導
にあたっている
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三
月
十
―
十
一
日
に
、
横
浜
市
金
沢
区
の

野
島
青
少
年
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

「
日
韓
青
少
年
交
流
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
―
韓

国
語
で
ノ
ジ
マ
―
」を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

韓
国
語
を
勉
強
し
て
い
る
日
本
の
高
校
生

と
、
東
京
韓
国
学
校
高
等
部
の
生
徒
が
二
日

間
の
合
宿
生
活
を
通
し
て
、
相
互
理
解
と
友

情
を
深
め
ま
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
と
、
指
導
し
て

く
だ
さ
っ
た
「
高
等
学
校
韓
国
朝
鮮
語
教
育

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
黒
澤
眞
爾
教
諭
（
関
東

国
際
高
等
学
校
）
か
ら
の
ご
寄
稿
、
ま
た
参

加
し
た
日
韓
双
方
の
生
徒
の
感
想
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

「
日
韓
青
少
年
交
流
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
、

日
本
全
国
の
高
等
学
校
で
韓
国
語
を
教
え
て
い

る
先
生
方
の
団
体
で
あ
る
「
高
等
学
校
韓
国
朝

鮮
語
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
、
韓
国
企
業
な

ど
の
日
本
駐
在
員
の
子
弟
が
多
く
在
籍
す
る

「
東
京
韓
国
学
校
」
の
協
力
を
得
て
開
か
れ
た

も
の
で
、
昨
年
度
ま
で
十
回
に
わ
た
り
開
催
し

て
き
た
「
日
韓
地
域
間
交
流
促
進
の
た
め
の
セ

ミ
ナ
ー
」
に
代
わ
り
、「
韓
国
理
解
促
進
事
業
」

の
一
つ
と
し
て
今
回
初
め
て
開
催
し
た
も
の
で

す
。今

回
は
、
学
校
の
授
業
で
韓
国
語
を
勉
強

し
て
い
る
東
日
本
の
高
校
生
二
十
一
人
と
、
東

京
韓
国
学
校
高
等
部
の
生
徒
十
三
人
が
、
一
泊

二
日
の
日
程
で
生
活
を
共
に
し
、
料
理
コ
ン
テ

ス
ト
や
「
20
年
後
の
私
た
ち
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
グ
ル
ー
プ
別
の
発
表
な
ど
の
共
同
作
業
を
行

い
ま
し
た
。

今
回
の
行
事
の
特
徴
は
、
日
本
側
の
高
校

生
に
、
こ
れ
ま
で
一
年
あ
る
い
は
二
年
間
勉
強

し
て
き
た
韓
国
語
の
実
力
を
試
し
て
も
ら
う
た

め
、
行
事
期
間
中
の
参
加
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
原
則
と
し
て
韓
国
語
で
行
う
こ

と
に
し
た
こ
と
で
す
。
日
韓
の
高
校
生
を
六
つ

の
班
に
分
け
、
さ
ら
に
各
班
に
チ
ー
ム
リ
ー
ダ

ー
と
し
て
、
大
学
や
専
門
学
校
に
在
籍
す
る
韓

国
人
留
学
生
に
一
人
ず
つ
入
っ
て
い
た
だ
い
て

活
動
を
行
い
ま
し
た
。

一
日
目
の
料
理
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
、
全
て

の
班
が
同
じ
材
料
を
使
っ
て
韓
国
料
理
に
挑
戦

し
ま
し
た
。
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
指
導
の
下
、

両
国
の
高
校
生
た
ち
が
協
力
し
な
が
ら
約
一
時

間
奮
闘
し
た
結
果
、
各
班
か
ら
ビ
ビ
ン
パ
ブ
や

キ
ム
チ
チ
ゲ
、
パ
ジ
ョ
ン
な
ど
、
見
事
な
作
品

が
次
々
と
発
表
さ
れ
、
審
査
員
の
先
生
方
か
ら

は
驚
き
の
声
が
上
が
る
ほ
ど
で
し
た
。

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
は
、
ま
ず
一

日
目
午
後
に
、「
20
年
後
の
社
会
」
を
テ
ー
マ

に
し
た
参
加
者
全
員
に
よ
る
個
人
発
表
を
行
い

ま
し
た
が
、
日
本
側
の
生
徒
も
、
韓
国
の
生
徒

に
助
け
て
も
ら
い
な
が
ら
準
備
し
、
韓
国
語
で

発
表
し
ま
し
た
。
二
日
目
に
は
、
班
別
に
「
20

年
後
の
私
た
ち
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
発
表
を
行

い
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
未
来
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
文
章
の
朗
読
を
行
っ
た
り
、
今
回
の
合
宿
に

参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
が
、
二
十
年
後
に
再
会
す

る
様
子
を
演
劇
の
形
で
発
表
し
た
り
と
、
準
備

時
間
は
短
か
っ
た
の
で
す
が
、
各
班
が
非
常
に

工
夫
を
凝
ら
し
た
、
中
身
の
あ
る
作
品
を
発
表

し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
発
表
は
す
べ
て
韓
国

語
で
行
い
ま
し
た
。

開
会
式
の
時
に
は
若
干
緊
張
し
て
い
た
参

加
者
も
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
次
第
に
打

ち
解
け
て
い
き
、
二
日
目
の
閉
会
式
後
に
は
、

い
つ
ま
で
も
別
れ
を
惜
し
む
姿
が
あ
ち
こ
ち
で

見
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
側
の
参
加
者
は
、
悪
戦
苦
闘
し
な
が

ら
も
、
韓
国
語
の
世
界
に
浸
り
、「
も
っ
と
一

生
懸
命
勉
強
し
な
け
れ
ば
」
と
、
韓
国
語
の
学

習
に
対
す
る
新
た
な
意
欲
を
抱
い
て
い
た
よ
う

で
す
。

ま
た
、
韓
国
側
の
参
加
者
か
ら
は
、
普
段

あ
ま
り
接
す
る
機
会
の
な
い
日
本
の
高
校
生
た

ち
と
の
共
同
生
活
を
通
じ
て
、
貴
重
な
体
験
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
、
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ

ま
し
た
。

日
韓
青
少
年
交
流
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
―
韓
国
語
で
ノ
ジ
マ
―
　

韓
国
理
解
促
進
事
業

●高等学校韓国朝鮮語教育ネット
ワーク
全国の高校で韓国語の教育にあ

たっている教師のネットワーク組

織。

東日本・西日本・南日本の３つ

のブロックに分かれて研修会や教

材開発などの活動を行っている。

現在韓国語教育が実施されてい

るか、または過去に実施されてい

た高校の数は、全国で約170校。

日
韓
青
少
年
交
流
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
―
韓
国
語
で
ノ
ジ
マ
―
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今
回
の
交
流
合
宿
に
は
日
本
側
高
校
生
の

引
率
者
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
通
常
の
学
校
行
事
で
す
と
、
進
行
や
雑
務

に
追
わ
れ
て
生
徒
た
ち
の
活
動
の
様
子
を
じ
っ

く
り
観
察
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
す
が
、
今
回

は
少
々
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
徒
た
ち
を
観
察

す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
お
か
げ
で
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。今

回
参
加
し
た
日
本
人
の
高
校
生
は
、
皆

授
業
で
韓
国
語
を
受
講
し
て
い
る
生
徒
た
ち
で

す
。「
参
加
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

極
力
韓
国
語
で
」
と
い
う
主
催
者
側
の
リ
ク
エ

ス
ト
を
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
？
　
恐
ら
く
「
本
当
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
不

安
に
思
っ
て
参
加
し
た
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
合
宿

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
彼
ら
が
思
っ

て
い
た
以
上
に
韓
国
語
で
は
な
さ
れ
ず
、
な
し

崩
し
的
に
日
本
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
主
体
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、

無
理
に
韓
国
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

強
要
せ
ず
、
そ
の
成
り
行
き
を
じ
っ
と
見
守
っ

て
い
ま
し
た
。
私
は
、
日
本
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
は
さ
ぞ

か
し
楽
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
な
、
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
彼
ら

（
日
本
側
の
生
徒
）

の
本
音
は
そ
う
で

は
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。
し
か
た
な

く
日
本
語
で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
始
め
た
も
の
の
、
本
音
で
は
学
ん
だ
は
ず
の

韓
国
語
が
う
ま
く
使
え
な
い
自
分
に
「
悔
し
が

っ
て
」
い
る
生
徒
が
多
く
い
た
こ
と
が
、
後
に

な
っ
て
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
「
悔
し
さ
」
が
、
今
、
学
習
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
、
生
徒
の
心
の
中
に
残

っ
て
い
ま
す
。「
次
に
会
う
と
き
こ
そ
は
」
と
、

韓
国
の
生
徒
と
韓
国
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
し
て
い
る
自
分
を
思
い
描
き
な
が
ら
、
生
徒

た
ち
は
授
業
と
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
期
待
通

り
に
い
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
む
し
ろ
健
全
な

動
機
づ
け
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
す
。

具
体
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
向
け
て
「
韓
国

語
で
話
し
た
い
」
と
思
う
高
校
生
が
生
ま
れ
て

き
た
こ
と
。

こ
れ
が
、
今
回
の
合
宿
で
の
、
最
も
大
き

な
成
果
な
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
い

る
の
で
す
。

「
韓
国
語
で
話
し
た
い
」
と
思
い
始
め
た
高
校
生
た
ち

研修の合間に

料理コンテストで班に分かれて韓国料理に挑戦　

料理コンテストに出品された韓国料理

日時 行事
3/10（土）
11：00 開会式

・開会辞
・プログラム紹介
・両国学生代表挨拶

11：40 料理コンテスト
・昼食・審査・表彰式

14：30 コミュニケーションゲーム
・自己紹介ほか

15：30 グループワーク
「20年後の社会」

17：00 夕食（バーベキュー）
20：00 グループワーク発表準備
23：00 就寝

3/11（日）
9：00 グループワーク発表準備
11：00 グループワーク発表会　

「20年後の私たち」
12：00 表彰式・閉会式

◆日程 「
韓
国
語
で
話
し
た
い
」
と
思
い
始
め
た
高
校
生
た
ち

関
東
国
際
高
等
学
校
　
韓
国
語
コ
ー
ス
　
教
諭

黒
澤
眞
爾
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韓国理解促進事業

●
韓
国
の
高
校
生
は
ま
じ
め
で
大
人
だ
。
二
十

年
後
の
自
分
を
し
っ
か
り
考
え
て
い
た
り
、
人

の
話
に
耳
を
傾
け
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
。
も

っ
と
日
本
人
は
友
だ
ち
同
士
な
ど
で
真
剣
に
話

し
合
う
こ
と
が
必
要
だ
。

●
週
一
回
約
二
年
間
授
業
を
受
け
て
き
た
自
分

の
韓
国
語
は
、
か
ら
っ
き
し
だ
っ
た
。
学
校
で

教
え
ら
れ
る
韓
国
語
は
小
さ
な
道
具
で
、
自
分

で
鍛
え
な
け
れ
ば
す
ぐ
に
さ
び
つ
い
て
し
ま

う
。

●
日
本
の
あ
ち
こ
ち
で
韓
国
語
を
勉
強
し
て
い

る
人
た
ち
と
も
交
流
で
き
て
、
と
て
も
い
い
刺

激
に
な
っ
た
。

●
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
前
は
「
韓
国
人
は
日
本

人
が
嫌
い
」
だ
と
思
っ
て
い
た
。
で
も
今
は

「
そ
う
と
も
限
ら
な
い
ん
だ
よ
」
と
言
え
る
。

●
修
学
旅
行
で
韓
国
の
高
校
生
と
交
流
を
し
た

時
は
、
お
互
い
の
言
葉
が
で
き
ず
、
考
え
て
い

る
こ
と
が
全
然
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も

こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
一
緒
に
料
理
を
作

っ
た
り
、
韓
国
語
が
全
く
わ
か
ら
な
い
私
に
少

し
ず
つ
簡
単
な
こ
と
ば
を
教
え
て
く
れ
た
り
、

日
本
人
と
共
通
の
優
し
さ
が
あ
る
な
と
思
い
ま

し
た
。

●
学
校
の
授
業
で
は
習
わ
な
い
よ
う
な
身
近
な

生
活
で
使
う
単
語
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

韓
国
の
生
徒
は
日
本
語
も
ペ
ラ
ペ
ラ
だ
っ
た
の

で
、
日
本
と
韓
国
の
政
治
や
教
育
の
違
い
、
お

互
い
の
夢
な
ど
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
話
し
た
。

グ
ル
ー
プ
発
表
の
た
め
に
、
韓
国
の
友
だ
ち
が

一
生
懸
命
韓
国
語
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
が
す

ご
く
う
れ
し
か
っ
た
。

●
最
初
に
国
際
交
流
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ

た
時
、
少
し
心
配
だ
っ
た
。
日
本
の
高
校
生
た

ち
と
仲
よ
く
過
ご
せ
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
料

理
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動

を
通
し
て
、
日
本
の
生
徒
た
ち
に
親
し
み
を
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
が
違
う
だ
け
の
近
く

に
い
る
友
だ
ち
の
よ
う
な
気
が
し
て
、
す
ぐ
仲

よ
く
な
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。

●
私
た
ち
が
話
す
言
葉
を
一
生
懸
命
に
聞
き
、

話
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
高
校
生
の

姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。
私
も
日
本
の
高
校
生
が

つ
た
な
い
韓
国
語
で
話
す
時
、
何
を
話
し
た
い

ん
だ
ろ
う
、
と
考
え
な
が
ら
、
一
生
懸
命
耳
を

傾
け
て
い
る
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
、
新
し
い

発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

●
日
本
の
生
徒
た
ち
と
、
写
真
や
住
所
を
交
換

し
て
別
れ
た
が
、
今
も
会
い
た
い
。
日
本
と
韓

国
の
間
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
が
、
友

だ
ち
同
士
と
し
て
つ
き
あ
う
時
に
は
、
た
く
さ

ん
の
友
情
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

●
今
回
は
小
さ
な
短
い
期
間
の
国
際
交
流
で
は

あ
っ
た
が
、
互
い
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
す
よ

い
機
会
だ
っ
た
。
互
い
に
心
も
通
じ
、
率
直
な

気
持
ち
を
見
せ
あ
え
た
。

●
一
泊
二
日
の
間
と
て
も
意
味
の
あ
る
時
間
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。多
く
の
こ
と
を
学
び
、

多
く
の
経
験
も
し
た
。

●
今
回
の
行
事
は
、
私
の
日
本
生
活
の
中
で
、

特
別
な
思
い
出
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
人
と

「
韓
国
語
」
と
い
う
共
通
語
を
使
い
な
が
ら
過

ご
し
、
大
変
だ
っ
た
け
れ
ど
も
そ
れ
な
り
に
参

加
し
た
充
実
感
を
感
じ
た
。
日
本
の
生
徒
た
ち

の
明
る
い
考
え
と
、
肌
に
し
み
こ
ん
だ
国
民
性

は
、
学
ぶ
べ
き
点
が
多
く
、
と
て
も
印
象
的
で

気
持
ち
が
よ
か
っ
た
。

●
多
く
の
日
本
の
高
校
生
と
接
し
、
彼
ら
の
一

生
懸
命
韓
国
語
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
姿
を

見
て
、
自
分
の
国
を
誇
ら
し
く
思
う
気
持
ち
が

生
ま
れ
た
。

参
加
し
た
高
校
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
「
20
年
後
の
私
た
ち
」。
テ
レ
ビ
電
話
で

７
人
い
っ
ぺ
ん
に
話
を
す
る

全
体
で
記
念
撮
影

日
本
側
参
加
者

韓
国
側
参
加
者

参
加
し
た
高
校
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
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こ
の
度
、
政
治
経
済
チ
ー
ム
は
日
韓
共
同
研
究
叢

書
第
４
巻
と
し
て
『
市
場
・
国
家
・
国
際
体
制
』
を

上
梓
し
た
。
こ
の
研
究
論
文
集
は
日
韓
米
を
中
心
に

形
成
さ
れ
た
国
際
政
治
経
済
体
制
の
歴
史
的
分
析
か

ら
な
る
第
一
部
と
、
日
韓
の
代
表
的
な
産
業
及
び
公

共
政
策
に
関
す
る
比
較
研
究
を
中
心
と
す
る
第
二
部

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
縦
軸
的
な
時
間
と
横
軸
的

な
空
間
を
交
差
さ
せ
た
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。

第
一
部
で
は
、
冷
戦
期
と
新
冷
戦
期
を
中
心
に
、

日
韓
間
に
形
成
さ
れ
た
国
際
体
制
の
起
源
、
内
容
、

変
遷
、
ア
ク
タ
ー
の
動
向
な
ど
が
四
つ
の
論
文
に
よ

っ
て
分
析
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
二
部
で
は
、
半
導
体

技
術
開
発
政
策
、
金
融
政
策
、
中
小
企
業
発
展
、
コ

メ
市
場
開
放
政
策
、
規
制
緩
和
と
制
度
変
動
が
比
較

さ
れ
た
。
ま
た
、
総
論
と
し
て
、
日
韓
政
治
経
済
の

比
較
分
析
の
領
域
、
理
論
、
課
題
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
全
九
章
か
ら
な
る
大
冊
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
共
同
研
究
が
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
十
分
に
成
立
す
る
こ
と
を
実
証
し
た
こ
と
に
最
大

第４巻『市場・国家・国際体制』
（政治経済チーム）

日
韓
共
同
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
１
次
研
究
タ
ー
ム

（
一
九
九
六
〜
九
九
年
）
の
研
究
成
果
の
刊
行
が
続
い

て
い
ま
す
。

既
刊
の
『
東
ア
ジ
ア
経
済
協
力
の
現
状
と
可
能
性
』

（
経
済
）、『
近
代
交
流
史
と
相
互
認
識
Ｉ
』（
歴
史
２
）、

『
国
家
理
念
と
対
外
認
識
　
17
ー
19
世
紀
』（
歴
史
１
）

に
続
き
、
六
月
に
は
日
本
側
で
政
治
経
済
チ
ー
ム
の

研
究
論
文
集
『
市
場
・
国
家
・
国
際
体
制
』
が
刊
行

さ
れ
ま
し
た
。
引
き
続
き
韓
国
側
で
も
七
月
中
旬
に

政
治
経
済
チ
ー
ム
の
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
文

化
、
政
治
、
北
朝
鮮
の
各
チ
ー
ム
の
論
文
集
も
日
韓

双
方
の
事
務
局
で
近
日
中
の
刊
行
の
た
め
の
作
業
に

入
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
年
度
か
ら
第
２
次
研
究
タ
ー
ム
（
二
〇

〇
〇
〜
二
〇
〇
二
年
）
も
研
究
成
果
の
出
版
準
備
期

間
に
入
り
、
各
チ
ー
ム
で
研
究
の
仕
上
げ
を
急
い
で

い
ま
す
。

日
韓
共
同
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
　

第
１
次
研
究
タ
ー
ム
論
文
集
続
刊

日
韓
共
同
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
　

第
１
次
研
究
タ
ー
ム
論
文
集
続
刊

の
意
義
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
韓
の
十
名
の

研
究
者
は
研
究
視
角
、
論
点
、
解
釈
な
ど
に
つ
い
て

十
分
に
意
見
を
交
換
し
、協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
深
く
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
一
九
九

七
年
の
済
州
島
会
議
で
あ
る
。
日
韓
、
米
韓
首
脳
会

談
が
開
催
さ
れ
た
歴
史
的
な
会
議
室
が
提
供
さ
れ
、

参
加
者
一
同
は
共
同
研
究
の
持
つ
大
き
な
意
味
を
噛

み
締
め
な
が
ら
討
論
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

小
此
木
　
政
夫

第
４
巻
『
市
場
・
国
家
・
国
際
体
制
』
日
本
語
版
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都道府県、政令指定都市、県庁所在

地を中心に公立図書館での韓国・朝鮮

語（ハングル）図書の所蔵状況に関す

る調査を行い、103館から回答を得ま

した（5月末現在）。

韓国・朝鮮語図書を所蔵していると

回答した図書館は79館で、1000冊未満

の所蔵数の図書館が大半です。特に韓

国・朝鮮語を母語とするニューカマー

の住民が多く居住する都市部の地域で

所蔵が多い傾向が見られます。所蔵内

容では児童書が多く、日本の小説で韓

国語に翻訳されたものを所蔵するな

ど、地域の居住者の必要に応じた収集

を行っていることがうかがえます。

また、その一方で、韓国をはじめと

するアジア地域との交流に力を入れて

いる地方では、姉妹都市や特定の韓国

の公立図書館と図書交換を行ったり

（富山県立図書館－江原道立図書館、

福岡市－釜山市）、歴史資料を積極的

に収集したりするなど（鳥取県立図書

館）、独自のコレクションを形成して

います。

現在、公立図書館ではOPAC（On-

line Public Access Catalog:オンライン

利用者用目録）上でのハングルを用い

た図書の検索は実現していません。近

年中にハングルを含むアジア言語の処

理が可能なユニコード対応の図書管理

システムが登場しますが、現地語を解

する専門の司書を配置しない限り完全

な入力は不可能であり、しばらくは日

本語やローマ字への置き換えによって

入力する方式が続くと思われます。ほ

とんどの図書館では、蔵書数がそれほ

ど多くないこともあり、カード目録や

冊子目録を利用したり、韓国・朝鮮語

図書を別置きするなどして利用者に現

物を実際に確認してもらうようにして

います。

日本における韓国・朝鮮研究 図書館編
調 査 ノ ー ト

2

◆所蔵の多い図書館（所蔵数は概数含む）

●群馬県立図書館（1200冊）

●宮城県図書館（1200冊）

●大阪府立中央図書館（1200冊）

●豊中市立岡町図書館（1257冊）

児童書が豊富（1197冊）。

●川崎市立川崎図書館（1555冊）

『韓国朝鮮コーナー書名目録』。韓国・

朝鮮語資料の横に日本語の韓国・朝鮮

に関する資料を配置している。

●鳥取県立図書館（2200冊）

『ハングル図書目録』。朝鮮時代の歴史

資料（『朝鮮王朝実録』『増補文献備考』

『同文彙考』『燕行録選集』ほか）、掛軸

「朝鮮漂流之図」などを所蔵。

●足立区立中央図書館（3000冊）

●荒川区立南千住図書館、日暮里図書

館（3100冊）

●福岡市総合図書館（6500冊）

友好姉妹都市である釜山市との交換図

書のコレクション（釜山市行政、統計、

文化芸術関連）がある。

●大阪市立図書館（6600冊）

中央図書館に3800冊開架。生野図書

館にも1600冊所蔵している。

●東京都立中央図書館（12079冊）

『東京都立中央図書館蔵朝鮮語図書目

録』『東京都立中央図書館韓国・朝鮮

語図書目録追加版』。ホームページか

ら東京都内の公共図書館の逐次刊行物

目録を閲覧でき、韓国の新聞・雑誌の

所蔵も確認が可能。

●神戸市立中央図書館（15000冊）

『青丘文庫図書目録』。 氏（故

人）が運営していた朝鮮史専門図書館

の蔵書が寄贈された「青丘文庫」があ

る。

◆韓国・朝鮮語（ハングル）図書の所

蔵状況

1～9以下 5館

10～49以下 13館

50～99以下 6館

100～499以下 30館

500～999以下 9館

1000～2999以下 9館

3000以上 6館

不明 1館 ◆冊子体目録の有無

なし 65館

ある 10館

他言語と併用 4館

◆OPACでの韓国・朝鮮語（ハングル）書誌データの入力・検索

データを日本語に翻訳して入力 33館

データをローマ字化して入力 12館

データを日本語に翻訳し、ヨミはカナ・ローマ字で入力している 2館

受入の時期により日本語訳とローマ字化が混在している 2館

英語化して入力 1館

データをカナヨミして入力 3館

システム移行中 1館

OPACでの検索はできない 24館

そ
の
他



日
本
―
韓
国
秋
吉
台
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２
０
０
０→

２
０
０
１
「
ブ
リ
ッ
ジ
／B
ridge

」

8日韓文化交流基金NEWS

一
九
九
九
年
、
韓
国
の
演
出
家
・
李
潤
澤

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
歌
・
舞
・
楽
」、
そ
し

て
日
韓
合
同
公
演
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
ク
ル
ー
ソ

ー
」（
秋
吉
台
国
際
芸
術
村
と
劇
団
う
り
ん
こ

の
共
同
製
作
）
へ
と
続
い
た
秋
吉
台
国
際
芸
術

村
の
日
韓
合
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
三
年
計
画
）

は
、
今
年
三
月
、
日
韓
合
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「B
ridge

―
夏
の
夜
の
夢
」
で
、
地
元
の
演
劇

人
と
韓
国
の
演
劇
人
た
ち
の
交
流
を
越
え
た
出

会
い
に
発
展
し
ま
し
た
。

「B
ridge

―
夏
の
夜
の
夢
」
は
、
当
初
、
両

国
の
劇
作
家
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
夏
の
夜

の
夢
」
を
個
々
に
脚
色
し
、
そ
の
台
本
を
両
国

の
演
出
家
が
そ
れ
ぞ
れ
演
出
し
た
も
の
を
、
秋

吉
台
国
際
芸
術
村
と
い
う
場
で
の
合
同
稽
古
で

一
つ
の
作
品
に
作
り
上
げ
る
と
い
う
も
の
で
し

た
。
約
一
年
と
い
う
時
間
を
か
け
て
、
紆
余
曲

折
し
な
が
ら
も
、
こ
の
作
業
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
が
、
実
際
に
は
途
中
で
方
向
転
換
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
り
、
韓
国
の
劇

作
家
と
演
出
家
が
ベ
ー
ス
を
作
り
、
そ
こ
に
韓

国
と
日
本
の
伝
統
遊
戯
を
取
り
込
み
な
が
ら
、

劇
を
進
め
る
と
い
う
作
品
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
紆
余
曲
折
と
方
向
転
換
に

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
こ
そ
日
本

と
韓
国
の
関
係
性
が
あ
り
、
相
手
を
通
し
て
自

国
の
文
化
や
社
会
、
ま
た
中
央
（
ソ
ウ
ル
）
と

地
方
（
秋
吉
台
）
の
特
異
性
を
み
る
と
い
う
過

程
が
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
地
元
の
演
劇

人
、
そ
し
て
韓
国
の
若
手
演
劇
人
た
ち
に
自
ら

の
演
劇
的
課
題
を
残
し
ま
し
た
。
地
元
の
演
劇

人
た
ち
に
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
演
劇
を
作
っ
て

い
く
の
に
必
要
な
自
ら
の
活
動
の
方
向
性
を
考

え
る
と
い
う
課
題
を
、
韓
国
の
演
劇
人
た
ち
に

は
自
国
の
伝
統
、
そ
し
て
そ
の
現
代
化
の
真
の

意
味
を
探
る
と
い
う
課
題
で
す
。
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
た
秋
吉
台
国
際
芸
術
村
の
日
韓
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
最
後
の
三
年
目
、
日
本
の
説
教
を
韓
国
の

演
劇
人
た
ち
が
作
品
化
し
て
い
く
〈
ア
ジ
ア
の

伝
統
と
文
化
を
考
え
る
〉
と
い
う
作
業
に
現
在

取
り
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

日
韓
の
合
同
公
演
は
、
作
品
の
上
演
自
体

で
あ
る
ゴ
ー
ル
（
最
終
到
達
点
）
と
な
る
場
合

が
少
な
い
中
で
、
今
回
の
「B

ridge
―
夏
の
夜

助 成 事 業 紹 介

「紆余曲折」と
「方向転換」の意味

〈Borderless Arts Works MONG〉代表

木村典子

の
夢
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
と
な

っ
た
成
果
は
小
さ
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
積
み
重
ね
の
ゴ
ー
ル
と
ス
タ
ー
ト
に
こ

そ
、
地
方
に
お
け
る
文
化
交
流
の
意
味
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
回
、
こ
の
よ
う
な
成
果
を
得
ら
れ
た
の

は
、
秋
吉
台
国
際
芸
術
村
の
も
つ
〈
レ
ジ
デ
ン

ス
〉
の
シ
ス
テ
ム
と
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
私

た
ち
が
真
に
得
た
か
っ
た
交
流
の
意
味
を
い
つ

も
一
緒
に
検
討
し
て
く
れ
る
ス
タ
ッ
フ
体
制
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
い
ま
す
。

日
本
―
韓
国
秋
吉
台
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２
０
０
０→

２
０
０
１
「
ブ
リ
ッ
ジ
／B
ridge

」
き
む
ら
　
の
り
こ

現
在
、
韓
国
在
住
。
日
韓
の
舞
台
、
演
劇
公
演
の
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
並
び
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
。
一
九
九
八
年
か

ら
の
秋
吉
台
国
際
芸
術
村
の
日
韓
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
、
二
〇
〇
〇
年
日
韓
合
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「S
arachi

（
更
地
）」（
演
出
太
田
省
吾
）
の
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
な
ど
を
手
が
け
る
。
九
七
年
に
渡
韓
し
、
韓
国
の
劇
団

木
花
レ
パ
ー
ト
リ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
に
在
籍
、
現
在
、
韓
国

で
公
演
企
画
制
作
事
務
所
〈B

orderless
A
rts
W
orks

M
O
N
G

〉
を
運
営
。

韓国と日本の伝統遊戯を取り込ん
で一つの劇を完成させた
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助 成 事 業 紹 介

「ブリッジ」の
きっかけをつくる

秋吉台国際芸術村企画課

福田泰嗣

「
私
は
世
界
各
地
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開

催
し
て
き
た
が
、
こ
ん
な
に
早
く
リ
ズ
ム
を
感

じ
て
踊
る
参
加
者
は
初
め
て
だ
。
特
に
山
口
県

は
韓
国
に
も
近
い
し
、
昔
か
ら
多
く
の
人
た
ち

が
行
き
交
っ
て
い
る
。
血
が
彼
ら
を
躍
ら
せ
る

ん
だ
ろ
う
か
？
　
や
は
り
つ
な
が
っ
て
い
る

ん
だ
ね
」

一
九
九
九
年
日
韓
共
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ロ

ビ
ン
ソ
ン
と
ク
ル
ー
ソ
ー
」
の
創
作
・
公
演
の

開
催
期
間
中
に
行
っ
た
地
元
演
劇
人
を
対
象
と

し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
講
師
を
務
め
た
演
出

家
李
潤
澤
氏
の
こ
と
ば
で
す
。こ
の
こ
と
ば
は
、

私
を
二
〇
〇
〇
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ブ
リ
ッ

ジ
／B

ridge

」
の
実
施
に
踏
み
出
さ
せ
支
え
て

く
れ
た
こ
と
ば
で
す
。

当
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
単
に
演
劇
公
演
を
す
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
と
ら
え
方
で
は
な
く
、

「
演
劇
作
品
の
創
作
」
と
い
う
題
材
を
つ
か
っ

て
、
可
能
な
接
点
（
ブ
リ
ッ
ジ
）
を
見
出
す
こ

と
を
模
索
す
る
…
…
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の

下
、
構
築
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
各
地
で
日
韓
合
同
演
劇
公
演

は
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
韓
国
の
俳

優
が
日
本
語
を
覚
え
て
公
演
し
た
り
、
日
本
の

作
品
を
韓
国
で
演
じ
た
り
…
…
と
い
っ
た
、
一

方
的
な
ス
タ
イ
ル
が
多
く
窺
え
ま
す
。
当
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
大
き
な
特
徴
は
、
①
全
く
ゼ
ロ
の
状

態
か
ら
、
テ
ー
マ
を
決
め
、
協
議
を
重
ね
、

作
品
を
つ
く
る
こ
と
　
②
両
国
に
そ
れ
ぞ

れ
、
演
出
、
劇
作
家
等
、
主
と
な
っ
て
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
す
す
め
る
ス
タ
ッ
フ
を
設
け

た
こ
と
、
の
２
点
に
あ
り
ま
す
。
①
に
つ

い
て
は
、
両
国
の
文
化
を
生
か
し
た
作
品

づ
く
り
、
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
を
も
ち
、

互
い
の
文
化
を
融
合
さ
せ
て
い
く
作
業

は
、
相
手
の
文
化
を
知
り
、
そ
し
て
自
分

の
文
化
を
再
認
識
す
る
き
っ
か
け
の
場
と

な
り
ま
し
た
。
②
に
つ
い
て
は
、
日
韓
と

い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
、
人
と
し
て
互
い
が

向
か
い
合
う
状
況
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
意
図
的
に
つ
く
っ
た
、
か
な
り
強

引
な
ま
で
の
状
況
に
お
い
て
の
一
年
間
の

創
作
は
相
互
理
解
の
意
識
が
あ
っ
て
、
は

じ
め
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
成
立
し
ま
す
。
予

想
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
文
化
、
習
慣
等

か
ら
う
ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
摩
擦
は
、
い
ろ
い
ろ

な
場
面
で
幾
度
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
足
止
め
を
ま

ね
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
し
「
滞
在
型

創
作
活
動
の
場
」
で
あ
る
私
ど
も
の
施
設
は
互

い
が
腰
を
据
え
て
向
か
い
合
う
環
境
が
整
備
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
環
境
も
助
け
て
か
、「
創

作
＝
非
日
常
」
と
「
生
活
＝
日
常
」
を
繰
り
返

す
な
か
、
徐
々
に
融
合
へ
と
変
化
を
み
せ
た
こ

と
も
事
実
で
す
。

二
〇
〇
一
年
三
月
二
十
四
日
、
二
十
五
日

の
二
日
間
、
い
よ
い
よ
、
日
韓
合
同
公
演

「B
ridge

―
夏
の
夜
の
夢
」
が
、
秋
吉
台
国
際

芸
術
村
の
野
外
ス
テ
ー
ジ
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
言
葉
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
両
国
の
伝
統

的
な
リ
ズ
ム
（
太
鼓
や
カ
ネ
）
や
身
体
表
現
を

用
い
て
、
お
客
様
を
ま
き
こ
ん
で
の
祝
祭
劇
で

す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
何
か
？
　
と

き
か
れ
た
と
き
、
私
は
「
参
加
し
た
者
そ
れ
ぞ

れ
の
心
に
何
ら
か
の
動
き
が
生
じ
た
こ
と
」
と

答
え
ま
す
。紆
余
曲
折
の
多
い
一
年
で
し
た
が
、

李
潤
澤
氏
の
こ
と
ば
を
思
い
出
さ
せ
る
場
面
が

幾
度
と
な
く
実
感
で
き
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は

決
し
て
言
葉
で
表
現
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
現
在
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
終
わ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
所
に
帰
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
新
た
な
出

発
を
し
て
い
ま
す
。「
ブ
リ
ッ
ジ
の
き
っ
か
け

を
つ
く
る
」。
こ
れ
が
日
本
―
韓
国
秋
吉
台
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
０
０
０→

２
０
０
１
「
ブ
リ
ッ

ジ
／B

ridge

」
で
す
。

●
秋
吉
台
国
際
芸
術
村

秋
吉
台
国
際
芸
術
村
は
、
一
九
九
八
年
八
月
、
音
楽
・

美
術
・
演
劇
・
舞
踊
等
幅
広
い
芸
術
分
野
の
創
作
活
動
・

練
習
・
表
現
・
交
流
の
場
と
し
て
人
材
育
成
・
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
創
作
支
援
等
を
目
的
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
施
設

は
、
国
定
公
園
秋
吉
台
の
ふ
も
と
、
自
然
の
景
観
を
く
ず

さ
な
い
よ
う
山
間
に
位
置
し
て
お
り
、
ホ
ー
ル
や
研
修
室
、

ス
タ
ジ
オ
等
の
あ
る
本
館
と
レ
ス
ト
ラ
ン
、
宿
泊
室
の
あ

る
宿
泊
棟
か
ら
な
り
ま
す
。

日
韓
の
演
劇
を
通
し
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
一
九
九

九
年
七
月
日
韓
共
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
ク
ル

ー
ソ
ー
」
の
創
作
・
公
演
お
よ
び
地
元
演
劇
人
を
対
象
と

し
た
身
体
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
歌
・
舞
・
楽
」。
二
〇
〇

〇
年
日
本
―
韓
国
秋
吉
台
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
０
０
０→

２

０
０
１
「
ブ
リ
ッ
ジ
／B

ridge

」
を
開
催
。
現
在
二
〇
〇
一

年
事
業
を
構
築
中
。

ふ
く
だ
　
や
す
つ
ぐ

秋
吉
台
国
際
芸
術
村
企
画
課
（
日
本
―
韓
国
秋
吉
台
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
２
０
０
０→

２
０
０
１
「
ブ
リ
ッ
ジ
／B

ridge

」

企
画
制
作
担
当
）。

芸
術
村
の
入
口
で
観
客
と
遊
ぶ
韓
国
の
俳
優
た
ち
。
時
間
が
来
た
ら

太
鼓
や
カ
ネ
を
叩
い
て
お
客
様
を
誘
導
す
る
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●
平
成
十
三
年
度
下
半
期
助
成
申
請
に
つ
い
て

●中高生交流事業 4～6月4～6月

日
韓
文
化
交
流
基
金
事
業
報
告

平
成
十
三
年
度
下
半
期
（
十
月
〜
二

〇
〇
二
年
三
月
）
に
実
施
さ
れ
る
青
少

年
・
草
の
根
交
流
、
国
際
会
議
・
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
、
芸
術
交
流
な
ど
の
事
業
に

対
す
る
助
成
申
請
を
七
月
一
日
か
ら
八

月
一
日
ま
で
の
期
間
で
募
集
い
た
し
ま

す
（
平
成
十
三
年
度
図
書
出
版
助
成
の

募
集
は
終
了
し
ま
し
た
）。
申
請
案
内
お

よ
び
申
請
用
紙
は
、
基
金
に
て
配
布
・

郵
送
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で

す
。
申
請
書
は
締
切
日
必
着
に
て
、
基

金
ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
請
書
類
の
提
出
に
先
立
ち
、
事
業
計

画
に
つ
い
て
助
成
担
当
者
ま
で
ご
相
談

さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

以
下
の
図
書
が
韓
国
図
書
翻
訳
出
版

事
業
の
一
環
と
し
て
法
政
大
学
出
版
局

か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

李
光
鎬
編
、
渡
辺
直
紀
・
尹
相
仁
訳

『
韓
国
の
近
現
代
文
学
』（
こ
の
企
画
の

た
め
の
論
文
の
集
成
）。

韓
国
に
お
け
る
近
代
文
学
の
脈
絡
と

成
果
を
世
界
文
学
的
視
野
か
ら
鳥
瞰
す

る
代
表
的
論
文
・
評
論
十
三
篇
を
収
め
、

韓
国
文
学
の
成
立
基
盤
と
そ
の
現
状
を

検
証
す
る
画
期
的
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
。
植

民
地
化
や
南
北
分
断
と
い
う
歴
史
的
現

実
の
中
で
、
作
家
た
ち
は
ど
の
よ
う
に

し
て
自
己
の
表
現
を
確
立
し
た
か
―
―

韓
国
文
学
の
近
代
性
の
起
源
と
特
性
を

め
ぐ
る
論
考
を
中
心
に
、
韓
国
の
二
十

世
紀
文
学
を
総
括
的
に
展
望
す
る
。
巻

末
に
代
表
的
作
家
百
五
十
人
の
経
歴
と

作
品
を
紹
介
す
る
「
人
名
解
説
」
を
は

じ
め
、
詳
細
な
「
韓
国
文
学
史
関
連
年

表
」「
韓
国
文
学
関
連
日
本
語
文
献
一
覧
」

「
事
項
解
説
」
を
付
し
、
国
際
的
な
文
学

交
流
と
相
互
理
解
の
た
め
の
基
礎
資
料

を
提
供
す
る
。

韓
国
図
書
翻
訳
出
版
事
業
―

●
「
韓
国
の
学
術
と
文
化
」
シ
リ
ー
ズ
新
刊

団名 期間 男 女 合計 学校訪問日 学校名

第１陣 5/15-5/19 44 62 106 5/16 （福岡県）福岡市立箱崎清松中学校、

（中学生） 福岡市立住吉中学校

第２陣 5/22-5/26 48 58 106 5/24 （佐賀県）唐津市立第一中学校、

（中学生） 唐津市立第五中学校

韓国中高生の訪日研修が実施されました。

福
岡
市
立
住
吉
中
学
校
訪
問

唐津市立第五中学校訪問
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●訪日団

●訪韓団

●
理
事
会
・
評
議
員
会

四
月
六
日
に
第
28
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
度
の
事

業
計
画
案
お
よ
び
予
算
案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
六
月
七
日
に
は
第

29
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
度
の
事
業
実
績
お
よ
び
決

算
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
両
理
事
会
に
引
き
続
い
て
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
、
今
後

の
基
金
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

●
報
告
書

以
下
の
事
業
の
報
告
書
が
完
成
し
ま
し
た
。
基
金
図

書
セ
ン
タ
ー
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
第
13
回
日
韓
・
韓
日
合
同
学
術
会
議
記
録
（
二
〇

〇
〇
年
十
月
十
九
日
ー
二
十
二
日
実
施
）

◆
日
韓
地
域
間
交
流
促
進
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
〈
姉

妹
都
市
交
流
〉（
二
〇
〇
〇
年
二
月
二
十
二
日
ー
二

三
日
実
施
）

◆
日
本
大
学
生
訪
韓
研
修
団
（
二
〇
〇
〇
年
十
月
十

日
ー
十
月
十
九
日
実
施
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
十
七
日

ー
十
月
二
十
六
日
実
施
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
七
日

ー
十
一
月
十
六
日
実
施
）

◆
訪
日
学
術
研
究
者
論
文
集

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
　
第
七
巻
（
一
九
九
九
年
四
月
〜
二

〇
〇
〇
年
三
月
）

歴
史
　
第
四
巻
（
一
九
九
九
年
四
月
〜
二
〇
〇
〇
年

三
月
）

◆
訪
韓
学
術
研
究
者
論
文
集

第
一
巻
（
一
九
九
二
年
八
月
〜
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

団体名 計 男 女 期間

教員（高等学校） 20 17 3 5/22‐5/31

教員（初・中・高） 20 15 5 5/29‐6/7

教員（初等学校） 20 10 10 6/12‐6/21

教員（中学校） 20 11 9 6/12‐6/21

大学生（１） 20 12 8 6/26‐7/5

団体名 計 男 女 期間

岩手県教員 20 15 5 5/15‐5/24
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【訪日フェローシップ】
１．目的

韓国の優れた若手の学者・文化人等幅

広い研究者を日本に招聘し、日本で研

究・調査等の活動を行う機会を提供する

とともに、日本と韓国との文化交流・相互

理解の促進に資することを目的とする。
２．対象者

（１）学者・研究者等

ｉ．一般分野

a. 韓国の人文・社会科学分野の若

手の学者・研究者等で日本に関する

研究（比較研究を含む）活動を行お

うとする者（自然科学・医学・工学

の分野の研究者は対象としない）

b. 教育者・研究者として関係専門

分野において経験を積み重ね、さら

に日本において研究活動を行おうと

する者

ii．歴史分野

日本と韓国の歴史、両国の関係史、

朝鮮半島に関する研究を行っている

韓国等の学者・研究者

（２）博士論文執筆者

人文・社会科学分野を専攻する韓国

の研究者で博士号を得るために必要な

課程を修了し、博士論文執筆のために

日本で研究滞在する必要のある者

この場合、研究テーマは日本に関係

するもの（比較研究を含む）
３．募集人数

一般分野　20名　　歴史分野　15名
４．フェローシップの期間

３カ月以上１年以内
５．応募資格と選考基準

（１）応募資格年齢は、満30歳から最

高53歳までで博士課程を修了した者

及び下に準ずる者

（２）日本語を読む・書く・話す能力

が十分にあること

（３）日本での研究等の活動に支障の

ない健康状態であること

（４）フェローシップ期間中継続して

日本に滞在・研究できること

（５）若手の学者、研究者を優先する

が、学歴、職歴、学問上の地位、業績

等も考慮される

（６）日韓文化交流基金フェローシッ

プと他のフェローシップ等を同時期に

重複して受給することはできない

（７）過去に日韓文化交流基金のフェ

ローシップを受給した者については相

当期間（最低満３年）経過していなく

てはならない

【訪韓フェローシップ】
１．目的

日本の優れた若手の主として歴史分野

の学者・研究者を韓国に派遣し、韓国で

研究・調査等の活動を行う機会を提供す

るとともに、日本と韓国との文化交流・

相互理解の促進に資することを目的とす

る。
２．対象者

日本と韓国の歴史、両国の関係史、朝

鮮半島に関する研究を行っている日本の

若手の学者・研究者
３．募集人数 ５名程度
４．フェロ－シップの期間

短期　３カ月以上６カ月以内　　　

長期　６カ月以上１年以内
５．応募資格と選考基準

（１）応募資格年齢は、満30歳から最

高53歳までで博士課程を修了した者

及び下に準ずる者

（２）韓国語又は英語のいずれかの読

む・書く・話す能力が十分にあること

（３）韓国での研究等の活動に支障の

ない健康状態であること

（４）フェローシップ期間中継続して

韓国に滞在・研究できること

（５）過去に日韓文化交流基金のフェ

ローシップを受給した者については、

相当期間（最低満３年）経過していな

くてはならない

（６）日韓文化交流基金フェローシッ

プと他のフェローシップ等を同時期に

重複して受給することはできない

（７）若手の学者、研究者を優先する

が、学歴、職歴、学問上の地位、業績

等も考慮される

【フェローシップ申請方法】
訪日フェローシップ申請者は、在韓国

日本国大使館公報文化院、在釜山・済州

の日本総領事館で要項及び申請書を受領

し、必要事項を日本語で記入の上、10

月末日までに最寄りの日本国在外公館に

提出すること。なお、日本（当基金）で

は、本件申請書は受理しない。

訪韓フェローシップ申請者は、当基金

で要項及び申請書を受領し、必要事項を

記入の上、10月末日までに、当基金に

提出すること。

ま た 、 当 基 金 の ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.asc-net.or.jp/jkcf）から、訪

日・訪韓フェローシップの要項と申請書

の書式をダウンロードできる。

一度提出された申請書及び添付された

附属資料は、一切返却しない。

選考結果は、2002年２月初旬までに、

訪日フェローシップは申請書を提出した

日本国在外公館から本人に、訪韓フェロ

ーシップは当基金から本人に通知する。

【連絡先】

訪日・訪韓フェローシップ　平成14（2002）年度募集
来年度訪日・訪韓フェローシップの募集要項が確定しました。

詳細は、各問い合わせ先に直接ご連絡されるか、基金ウェブサイトをご覧ください。


