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Color and design on the battlefield: Oumajirushi ezu
(1619-1631) from The Complutense University of Madrid. 

New chronological reference for this type of compilations
Pilar Cabañas (Professor, Department of Art History, Faculty of Geography and History,

The Complutense University of Madrid)
E-mail pcabanas@ghis.ucm.es

a  
Oumajirushi ezu

. But, -

Library of The Complutense University of Madrid. The study of the format, paper, and painting 
sis and identifi protagonists (umajirushi) and the referred names 

’s
 

at
The Universidad Complutense of Madrid holds

, most of is
inherit

Engraving. 1)

had been
Within the 

funded 
by the Spanish 
Innovation
Japan/Spain : Relations
through Art and Asia , 2)

has revealed the extraordinary nature of some 
of the prints

in this paper family 

our 
their , 

, is earlier than the 

3)

ehon . The one 

inventoried as J-
illuminated pages and J-A/12 eighty-

umajirushi ered on the banners, flags, and 
identifying belonging to the lords of 
different families. They feature a total of fifty-

-seven in J- -
four in J-A/12. Most of them are important 

or Toyotomi Hideyoshi 2.1 and 
2.2

, 
, 

, or the 

larger set. We bel

An examination of the does not 

number of the volume, and the title is not 
, either. Therefore

that, given its proximit
mentioned above, it may have been as 

1
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Oumajirushi ezu 
(Repertory of Designs of Lords' Mounted 
Banners), Hata umajirushi ezu
(
and Banners) or zu
(Designs of Banners and Standards of Various 

).  
libraries of the 

pages as belonging to the former Library of the 

blue/purple seal

donation made in 1920 by Juan C. Cebrián, a 
California-based Spanish engineer and patron 
of the Spanish university,

it the training of young artists. 4)

representation bound in orihon format, 

4
Careful observation reveals that the 

elements represented are the 
frame given by folding the pages in the 

although 
examples

the banners of 

in issue J- pages 82 and 83, 
share the tips of the golden papers of an 
oumajirushi
an umajirushi almost in half. The rest of the 

ered in 

the repertoires. This 
sample of Cambridge University Library (CUL) 
(1656)
edition, designed for the s roll format 

various elements, 
and ideograms, are 

. 
us to 

an and then bound as an orihon. 
The first is that there are not many folded 

if the rolled up. The 
idea of the loss of the original binding has been 

also
gilding used in the illumination of the interior, 

are

from the beginning.

The rea

ain 
banner, the umajirushi.  

When the emperor and the shogun sit at 
on , they 

zational systems 

, these high positions 
, 

s

of ,
level, a term that very often is omitted, and
must understand that if the family name 

this means 
that the house of i holds the title of 

Hizen.
honorary and gave them the possibility of 

system. 
This sometimes means that if there have 

been sev

is being referred to, 
-1582) or his son 
 (dead 1600). 

the people died earlier and 

(1549-1584), Sassa 
Narimasa (1536-1588) or Shibata 
Katsuie (1522-1583). I
Nobunaga and Toyotomi Hidetsugu , 
they are identified only as Nobunaga and 

Toyotomi 

. 
On th , ere

In the National Diet Library (NDL) 
, the family name and title 

 on 

hentaigana ,
variant of the hiragana syllabary. The order 

2
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number in the index 

that the 
the Universidad Complutense de Madrid (UCM)
did not lose the index, but that it never had it.

as 

s and the 
isei zu

Museum. 
Next to the other emblems that 

banner
r
its typology or sometimes the army group that 
used it.

been used for the ison: Oumajirushi ezu
(National Diet Library, NDL 9/44), 

isei zu ( TNM, 
) and Hata umajirushi ezu (Brigham Young 

University Library, BYUL, 1800). 
D the NDL 

Oumajirushi ezu, has been the most 
studied job 
translating and annotating it in Oumajirushi. A 

th Century Compendium of Samurai Heraldry 
(2015). 

protagonists appear 
in the UCM is not the same. But only three of 
the protagonists 
are Tsutsui Ju , and 

(1560-1609), all 
vassals of Hideyoshi. T had died 

having previously served Hideyoshi, fought at 

  
Both (NDL and BYUL) list Matsudaria 

(1595-
1651), but the designs 
the 16th-
from 

on the 
isei zu (TNM), it is found

that the standards of J-
-

volume. This may suggest that 
repertoires used

later diversified, probably,

The order of the UCM
of 1800 is more 

Vol. 1 begins by alluding first to 

Toyotomi Hideyoshi and Toyotomi Hidetsugu, 

, and 
that 

prominent in the Shimabara Rebellion 
(1638-1639), represented in the BYUL issue, are 
present in the UCM , s priority to 
Toyotomi Hideyoshi and Hidetsugu over 
Oda Nobunaga Toyotomi 
Hideyori . A total of 30 of the 51 sets of 

the UCM is 
rather than to the 
19th

persons 

-A/11 and J-A/12. They are 
presented 

to left. [Tables 2 and 3

T of the volumes are of a soft paper 

, it also has a 

giving i . This 
in the 

th 

, zed by being 
rs than those of ganpi

. This in turn has a thin gami , 
as tenguj , 

gives it is 

inserted 

paper used is 

3
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ganpi.

r 
than . It is a strong, fine, and satiny paper, 

this 

The 
, 

The ganpi
additives give it 

usual in the orihon format, this is justified by its 
nature. 

The total length of volume J-
-

er to adhere the paper to the next sheet. 
There are some sheets at the end that are 

moving the , r 

Japanese paper.
The paper of the top-mounted sheet does

not adhere as it is on its edge, but its edge is 

strips of very thin paper of longer fibers to give 

high-

e 
. 

T are sometimes visible. 

personality, and silver and 

gofun is used in the 
mixture. I

of animal origin. It has also 
been used more densely to give volume to 

gold and silver leaves, 

-dimensional . 
When using this 

, as 

zing the possibility of 

be avoided
horo

5)

, lapis lazuli blue has been used, 
is something 

. 
Probably, the person

An analysis of the silver and gold leaves 

the metal over paper to obtain the leaves, 
fibers from the 

in the early Edo period

This 
0

nobori textiles, 
the mon
that tie the , the feathers of the 
dashi , and the folds of

pigment has been used for this, as opposed to the 

to use a pigment 

attempt to give flexibility and dynamism to the 
flatness of the 

mon is 
ume, 

4
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on 1

ganpi paper, but on a burni

ers are flattened, the 

does not run. Visually, there are lighter-

Regarding the authorship, there is no 

The only 

le of thin paper that is then 
adhered to the ganpi paper. The stamp is 

tensho
ideograms have been identified as . The 

Buta / Muta. , 

period and the painting.

at the time the painting

third option, that the seal

over time.
In the 

f the s in 
examples mentioned above

(J-A/12, 82, 83, 84, 
are

are

of the dashi

the horo. Comparing the nature of the lines of 

Inaba (J-A/11, 62), 
in , the
, 

the materials in the former, as opposed to a 
umsiness and less detail in the latter, 

red interior of the helmet. The same is true of 
horo. There are 

m. In 
addition, there is some 

red . 
This is not a first-
if 

Matsudaira Nagato no 
banners. 

austerity provided by the -tinted 
 6) 1

Compared to the NDL example, neither the 

them 

shares similarities in form, 

T
Edo also 

along 
this

of 

 s

Nevertheless, due to the main attention 
of the banners of 

plausible that it may have been made at the

in the style of the Kan

-1644). This is an atelier in 

  
The 

in 1632. 

: 

premodern texts, is a deeply rooted feature of 
Japanese art history. Artists in most media 

styles provided they established
as master

lves 
-

tradition, but thereafter they experimented 
.” 7)

5
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In a preliminary 

th  
th ury. 8)

detailed analysis of them. 

-dyed paper used for the guards, and 
the gold and silver leaves
refined than those

period.

s in relation to our painted 
albums are

Oumajirushi ezu (1639/1644). They

helps u

or style. 

rs in the 
pages of these volumes, and after a detailed 

the protagonists are referred to

hypothesis:
a.

r, they do appear in the 
BYUL volumes (1800). 

the NDL sample, these persons are 
z

etting all those 
ir leadership. 

began to loosen

ion of the 

, it 
th

b.
appear
banner i
either o
the BYUL or the
UCM: Kuroda Kai ( ) / Kuroda 
Nagamasa (1568-1623)

(1602-1654)

Nagamori (1568-1632).
) / 

-1668)

UCM: ) / Kamei 
Koremasa -1680)
NDL: ) / 
Kamei Koremasa -1680)

UCM /TNM: 
) / (1586-

1632) 9)

NDL: ) / 
-

1693)

UCM /TNM: ) 10) / 
(1563-1646)

NDL/BYUL: 
(1586-

1641). 

belong to an earlier 
generation.

The to Kamei Koremasa as 
ther, Kamei 

Masanori (1590-

Yasushige 

his 

6



ART RESEARCH vol.23-1

Co
lo

r 
an

d 
de

si
gn

 o
n 

th
e 

ba
tt

le
fie

ld
: O

um
aj

iru
sh

i e
zu

(1
61

9-
16

31
) f

ro
m

 T
he

 C
om

pl
ut

en
se

position as mentioned in the NDL, Noto no 
.
T (Matsudaira Nagato no 

J- the 
model of the banner preserved in 

, dated to the 16th

, and the 
11), 

umajirushi. used from 
about 1555 to 1615. 12)

TNM, 
er

pattern used 
th

d. it should be ed that the 

-
before the end of 1632.  

the above, the assessment leads us to 
the 

, after his fifteenth birthday in 
1631, and the designation

in 1632. 

the text reveal the interest of an era in 

emblems of the various houses from different 

alive until the end of the Edo period. Behind

and also the survival of the past. It is not in vain 
that the NDL reprint of Oumajirushi ezu (1656) 
alludes to a desire not to forget the danger of 

struggles.

territories, 

reason, 

Oumajirushi ezu
affirmed that the UCM model of Oumajirushi
ezu
to this point. The

to the early th  

the minority of Kamei Koremasa and the 

een 1631 and 1632.
, and 

suggests that the patron must have been 

heroes. The patron must have been someone 
, 

Hidetada's adopted daughter.

these ill
(1591-

Oumajirushi ezu

The donation of these volumes, probably 
made by Cebrián13)

d s and 

zation, 

used, their 

inspiration in the environment of the Library of 

University of Madrid.

 1) Until the regulations of the 

inaugurated it for the entire institutional 

properly.
 2)

7
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a member of this group, for her support and 
suggestions.

 3) “Oumajirushi ezu J-A/11 (1631-
1632),” Universidad Complutense de 
Madrid. Bibli

“Oumajirushi ezu J-A/12 (1631-
1632),” Universidad Complutense de 

It is noted in 

the first page is at the bottom.
 4)

ilustrado a mano: Kifune no honji de la 

Revista 
, no. 360 (July-

 5)

as  (
-1333) and served to 

pole. The horo

horo is often referred to in 
repertoires as  ( ).

 6)
Professor at the Keio Institute of Oriental 

 7) John M. Rosenfield, “Japanese Studio 
Imperial 

in Studies in the History of Art, Vol. 38, 
Symposium Papers XXII: The Artist's 

-102, 84.
 8) Pilar Cabañas, “Libros y estampas 

Complutense de Madrid,” in 
materials for Japanology in overseas 

,ed. 
-

12 (Sp.) and 169-

 9)

 10) He is also mentioned under this title in 
vol. 2 , 

19.
 11)

devotees of the Lotus Sutra.
 12) Stephen Turnbull, Samurai Armies 1550-

1615 35.
 13) Cabañas, “Libros y estampas japonesas…”, 

101-108 (Sp.) and 159-166 (Jap.).
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Fig. 1  
-

A/12 UCM.

Fig. 2.1
Comparison of Toyotomi Hideyoshi's 

a. Oumajirushi ezu
b. Oumajirushi ezu

Hata umajirushi ezu (1800) BYUL..

Fig. 2.2
-A/12 BBAA.

Fig. 3
-1940 

Oumajirushi ezu
-

9



ART RESEARCH vol.23-1 
Co

lo
r 

an
d 

de
si

gn
 o

n 
th

e 
ba

tt
le

fie
ld

: O
um

aj
iru

sh
i e

zu
(1

61
9-

Fig. 4
Orihon
banners. Oumajirushi ezu -A/11 UCM.  

Fig. 5

It has a gold leaf stain. 
Oumajirushi ezu .  

Fig. 6
paper adhered to the 

inner side of t V -A/11 
UCM.   
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Fig. 

V -A/11 UCM.  

Fig. 8
paper used for the paintings. V -A/11 UCM.
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Fig. 11 
-A/12 UCM. 

Fig. 9 
Horo -

Horo belonging to 
-

and golden leaf. Ban sashimono
-

d. belonging to Mizunoya Is
UCM..

Fig.10
-

-
-A/12 UCM.   
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Fig. 13 
-A/11 UCM.

Fig. 12 
-

-
-A/11.   

Fig. 14
-A/12 UCM.
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Fig. 15
Tepp tai -A/12 UCM.

Fig. 16
a. dashi
b. type nobori -A/11) / 

d. -flagged ban 
sashimono

e. Ban sashimono

f. type 
g. type shihan
h. plant in 

his mon
i. 
j. Horo

horo. -A/12       
BB.AA. )
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abstract 
In the early days of Japan's "digital archives," local governments have been promoting 

"regional development" through digital recording and advertising of cultural assets. In this 
paper, we focus on the relationship between video archives made by local governments and 
economic promotion in the region, and estimate the economic ripple effect of digital archives 
constructed by local governments in the pioneering period (Ueda City Digital Archive, 
Ishikawa Shin Joho Shofu, Wonder Okinawa). As a result, the real economic ripple effect was 
estimated to be 29,036million yen (Ueda City), 41,759 million yen (Ishikawa Prefecture), and 
188,768 million yen (Okinawa Prefecture), respectively. 
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abstract 
Early Japanese Books recode a larger amount of historical information, thus attracting 

researchers to re-organize these books. However, due to the aging processing, some characters 
are blurred, dirty, and often partial, which increases the difficulty of automatic document re-
organization. We challenge to repair the damaged character by applying the Generative 
Adversarial Network (GAN), for assisting book re-organization. In detail, unsupervised Image-
to-Image translation of GAN methods such as DTN, cycleGAN, discoGAN, and UNIT are 
employed. The quantitative evaluation has proved the feasibility of the proposal. 
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uring the Taisho Period: Japan’s Siberian Intervention of 1918-1922 as Illustrated by the Pictorial D
iaries of Infantrym

an Takeuchi Tadao 

 
 

 
Emma Donington Kiey (MA Student, Interdisciplinary Japanese Studies, University of East Anglia, UK) 

Email: e.kiey@uea.ac.uk 

 

 

 

 This event report provides an overview and 
analysis of the research currently undertaken by 
Dr. Nadine Willems on the depictions of the 
Siberian Intervention (1918-1922) in the pictorial 
diaries of soldier Takeuchi Tadao. Dr. Willems 
presented her recent findings and thoughts on the 
project at the 101st International ARC Seminar 
held on the 11th May 20221 .  

The objectives of Dr. Willems' research are 
rooted in the importance of learning the realities 
of Japanese military life during the Siberian 
Intervention directly from the voice of the rank-
and-file, and her discoveries bring new light to an 
often overshadowed conflict of the early 
twentieth century. This report will discuss the 
contents of the seminar, and the future of the 
project. 

 

 

Dr. Willems is inherently interdisciplinary 
in her work, with past research on Japanese 
twentieth century history, poetry, geography, and 
ethnography, including a new monograph: 
Ishikawa Sanshir 's Geographical Imagination: 
Transnational Anarchism and the 
Reconfiguration of Everyday Life in Early 
Twentieth-Century Japan, published in 20202). 
From 2021, she has been the principal 
investigator in a project at the University of East 
Anglia, entitled “The Siberian Diaries of 
Japanese Soldiers (1918-1922).” Dr. Willems 
came across the 109 drawings and pictorial diary 
entries from Takeuchi by chance, as they were 

kept by Takeuchi’s family, and the materials 
lacked thorough investigation into their value as 
chronicles of the Siberian Intervention from the 
perspective of the Japanese infantry. 

As Dr. Willems highlighted during the 
session through detailed visual analysis, the 
sources produced by Takeuchi are valuable in 
demonstrating the contradictions and 
exaggerations of the authoritative narrative 
found in state-sponsored propaganda or senso-ga 
published during the conflict. While propaganda 
regarding the Siberian Intervention never came 
to the same volume as during other conflicts such 
as the Sino-Japanese War (1894-5) and Russo-
Japanese War (1904-5,) there are still examples 
such as from Shobido & Co. and Japanese artist 
Ry z  Tanaka, which focus on the sheer number 
of Japanese soldiers stationed in Siberia, and the 
organised military might of Japan in this 
landscape3).Therefore, the drawings made by 
Takeuchi serve as rare, even unique counter 
narratives, portraying the personal experiences 
and emotions of his regiment in an organic, 
immediate way. 

Takeuchi Tadao (1897-1955) was one of 
73,000 troops deployed to Siberia during the 
intervention. Originally growing up in the 
mountains of Otagiri in Nagano prefecture 
raising silkworms, he was also a talented artist. 
Takeuchi’s talents may have saved his life, as he 
was assigned by his superiors to record the 
military excursions of his regiment in 1918. 
Takeuchi was stationed at Chita, a city on the 
Trans-Siberian railway route, with the 58th 
regiment of the 13th infantry division of the 
Japanese army. The allied forces, particularly 
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Woodrow Wilson, requested that Japan occupy 
this territory in North Sakhalin, in order to assist 
with the aftermath of the collapse of the Eastern 
front in the closing years of World War I, as well 
as help anti-Bolshevik forces during the Russian 
Civil War (1917-22). 

Dr. Willems describes the drawings and 
diary entries recorded by Takeuchi as showing a 
hostile and harsh environment filled with 
inglorious deaths, a stark comparison to the 
senso-ga of the same Siberian scenes. She 
suggests that Takeuchi wanted to show the 
reality of life “on the ground” and the experience 
of the Siberian Intervention as it really was for 
the rank-and-file. Throughout the seminar, her 
explorations of these realities are visually 
supported by examples of Takeuchi’s pictorial 
diaries, demonstrating their significance in 
conveying such ideas. 

 

 

The Taish  period began in 1912, and 
Takeuchi's drawings demonstrate a fascinating 
concept brought up by Dr. Willems, of "Taish  
Individualism" and the reaction to the 
"omnipresence of the state" which intensifies 
during this period. Sharon Nolte, in her 
examination of individualism in Taish  Japan, 
notes that the “simultaneous growth of an 
individualistic ethos and of state managerial 
capacity underlay much of the political and 
intellectual confusion of the era,” and Dr. 
Willems asserts that Takeuchi’s self-expression 
through his drawings, despite living in a rural 
area, are symptomatic of the impact of Taish  
individualism and calls for democracy on the 
masses4).  

Furthermore, Dr. Willems suggests that 
Japanese soldiers during the Siberian 
Intervention, six years into the Taish  period, 
lacked the "clear rationale" evident in the Russo-
Japanese War as they began to question the role 
of the Japanese state. There was disillusionment 
in dying for the state as more and more soldiers 
attempted to evade conscription or “blood tax.” 

 

 

However, when considering the limitations 
and value of these sources, the context in which 

Takeuchi was producing these diaries is critical, 
and this reflects the reliability of his depictions. 
Once conscripted, he was assigned to capture the 
events of the war, sketching the scenes while in 
Siberia and then once returning, drawing the 
illustrations again with ink and colour. As this 
was an assignment, there would be expectations 
on how events were depicted, and the Taish  
period also saw rigid censorship enforced by the 
state to uphold the power of the Japanese army 
in the face of emerging doubts on Japan’s 
involvement in Siberia, and the unnecessary 
bloodshed of this conflict. This censorship, and 
the position Takeuchi had within the rank-and-
file gave him limited freedom to draw the 
complete reality of his time in Siberia, and this 
would have undoubtedly influenced what 
Takeuchi depicted in his sketches. 

Adding to this, in the aftermath of the 
conflict there is a tendency for what Dr. Willems 
terms “selective memory” regarding the 
atrocities committed on both sides. Dr. Willems 
asserts that the Siberian Intervention has not 
been remembered compared to the First Sino-
Japanese War, and Russo-Japanese War. 
Japanese soldiers, as did civilians, encountered 
extreme hardship, with a lack of food, water, and 
vulnerability to disease and climate, but there is 
a tendency to focus on instances of the Japanese 
as victims, rather than on the full complexity of 
this conflict. Takeuchi’s drawings contribute to a 
more nuanced discussion on the Siberian 
Intervention, showing multiple narratives one 
can attribute to both the rank-and-file, and 
higher authority when considering censorship. 
 

5.  

Professor Ryo Akama of Ritsumeikan 
University has agreed to assist in digitising the 
materials being researched in this project, and Dr. 
Willems gave thanks to Dr. Ryoko Matsuba and 
Ritsumeikan University for continued work on 
the digital exhibit of Takeuchi’s drawings and 
writings which will be launched later in 2022. Dr. 
Willems independent research is ongoing, and 
more connections and discoveries are sure to be 
uncovered. 
 

6.  
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To conclude, analysing rare primary 
sources of the rank-and-file during the Siberian 
Intervention allows for a more nuanced narrative 
of a complex conflict which often falls into the 
trap of "selective memory" in not only Japanese, 
but global scholarship on this conflict. It also 
opens up new avenues of exploring the 
relationship between individual and state during 
the Taish  period, and challenges dominating 
concepts of Taish  individualism and democracy.  

Dr. Willems introduced students to an 
under-represented and valuable area of research 
through previously unknown visually sources 
that are both engaging and accessible. This 
report has covered the major themes of her talk, 
and the digital face of this project in the near 
future. 
 
 

 [Notes and References] 
 1) The webinar is available on the Arts 

Research Centre, Ritsumeikan University 
YouTube channel, which can be accessed 
here: 
https://www.arc.ritsumei.ac.jp/e/news/pc/013
527.html. (accessed: 2022-06-23). 

 
 2) Willems, Nadine. Ishikawa Sanshir 's 

Geographical Imagination: Transnational 
Anarchism and the Reconfiguration of 
Everyday Life in Early Twentieth-Century 
Japan. Leiden University Press, 2020, p. 291. 

 
 3) Lithograph prints of the Siberian 

Intervention published by Sh bid  & Co. and 
drawn by Ry z  Tanaka are available on the 
US Library of Congress digital archive, the 
majority of which can be viewed here: 
https://www.loc.gov/item/2005680027/. 
(accessed 2022-06-23). 

 
 4) Nolte, Sharon Hamilton. “Individualism in 

Taish  Japan.” The Journal of Asian Studies. 
1984, vol. 43, no.4, pp. 667–84. 
https://doi.org/10.2307/2057149. 
(accessed: 2022-06-23). 
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abstract 
The" Kaiseieiri Nanto meishoki" edited and published by Shohachi Ezuya, who began 

his publishing activities in Nara in the middle of the 18th century, was an epoch-making work 
that could be called the definitive small guidebook for travelers. In this article, I will examine 
three places in the book: Todaiji Hokke-do Temple, Shin-Yakushiji Temple, and Miken-ji Temple. 
Each of these temples has its own unique discourse that has not been included in conventional 
small guidebooks. I consider these discourses as a strategy of the editor, Shohachi Ezuya, to 
enhance Nara and to benefit his own business, and discuss them in relation to the publishing 
activities of "Ryaku-Engi¹ ": a brief history of temples and shrines that were flourishing at the 
time. 
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40 8 (1919)

10

abstract 
The Kyoto-based Oriental Phonograph Company (Orient Records) manufactured both self-

produced and pirated records between Meiji 40s and Taisho 8 (1919), and its management style 
was typical of record companies in the early days of Japanese record history. Still, the company’s 
history is very complicated despite being just about the ten years, whose details remained unclear 
until now. Therefore, this paper intends to elucidate the company’s history by tracing the 
movements of those who involved in this company, based on information from newspaper articles 
of the time. 
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abstract 
The woodblock multicolored frontispieces (kuchi-e prints) within novels of the Meiji period 

were of great interests to readers of the same era. Therefore, the kuchi-e prints were sometimes 
taken out of their original novels and made available to readers as independent forms. This paper 
examines the significance of two kuchi-e print collections published by Shunyodo; Edonishiki and 

. As Shunyodo is known to have been particularly committed to woodblock 
printing, those collections’ importance is discussed through Shunyodo’s publishing activities. 
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abstract 
Although anime is recognized as one of the primary entertainment content in Japan, the 

intermediate products generated during the production process are often discarded immediately 
after completing the work. We considered the discarding as a cultural loss and examined the 
possibility of their utilization. We conducted an ideathon to explore incentives to accumulate and 
preserve the intermediate products. As a result, we obtained three viewpoints: the need for a 
cross-sectional search of intermediate products, their use as training data for generative deep 
learning technologies, and clues for creating new expressive media.  
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Matsudaira Yorikane, the eldest son of the 8th lord of the Takamatsu Domain, 
Matsudaira Yorinori, loved kabuki. This paper, based on his book Naijin no kagami
(The Mirror of the Inner Temple), illustrates how children of feudal lords were able 
to enjoy kabuki culture. Through the activities of the protagonist "Onigiri Azuma," a 
promoter and actor modeled after Yorikane, the book portrays in print the pleasure 
involved in developing and producing a play, including how the play progresses, 
interaction with the audience, and the hardships encountered backstage. Writing 
the fictional work Naijin no kagami was itself a way in which Yorikane was able to 
enjoy the kabuki culture.

（1）
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2021年度　研究拠点形成支援プログラム　研究プロジェクト報告書

①古典籍での遊び ―AI による甲骨字トレースから甲骨への復元、および日本古典籍修復への試みに関す
るプロジェクト
②ゲームという手段を通じた浮世絵などの文化的な素材公開プロジェクト
③京都ストリート文化アーカイブ―街を彩った大衆文化の記憶とその可視化―プロジェクト
④近代のまちを語るものたち―古写真・絵葉書・映像資料の時空間データベースの構築―プロジェクト
⑤「遊び」をテーマとした長江家住宅のリアル ×バーチャル展示会プロジェクト
⑥ARC所蔵資料データベースの評価データセット作成プロジェクト
⑦江戸・明治・大正期の大規模文化情報の連環による知的生産プロジェクト
⑧文化財保全を目的とした音響デジタルアーカイブプロジェクト
⑨創造と学習を横断する遊びプロジェクト―Ⅱ
⑩「ゼロ世代」WEBコンテンツ保存プロジェクト
⑪メタヒストリーあるいは記憶の場としての日本文化資源研究プロジェクト

文部科学省　国際共同利用・共同研究拠点
立命館大学アート・リサーチセンター　日本文化資源デジタル・アーカイブ国際研究拠点
2021年度　国際共同研究成果報告書

A．国際テーマ設定型
①北米日本美術品のデジタル・アーカイブによるWEB版総合目録構築とその活用
②Digitisation of the British Museum’s Japanese painting collection: focusing on late Edo period 
Kyoto-Osaka painted works
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Maritime Connection
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Access

C．個別テーマ型
①Development of contents processing methods for archiving “how to create” and “how to 
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　京都を起点とした染色技術及びデザインのグローバルな展開に関する研究
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⑤全国高地性集落に関するデジタル資料化およびデータベース化プロジェクト
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　ヨーロッパ所在の日本古写経データベース構築と機械学習による解析
⑦口述史と資料に基づく生活空間のGIS データベース化：滋賀県栗東市の旧街道筋集落を中心に
⑧ Qait’bay Citadel（1477-1479）: Visualizing the Main Coastal Fortification of Medieval 
Alexandria, Egypt

D．研究設備・資源活用型
①舞鶴市糸井文庫の総合的研究
②スタンフォード大学東アジア図書館所蔵熊本藩文人書状集内容翻刻
⑤土地利用の粘着性・経路依存性についての研究
⑥ The Application of Deep Learning Method for Detecting the Symptoms of Mental Health 
Disorder from Artworks Datasets
⑦ Natural Language Processing for a Geospatial Exploration of Japanese Ukiyo-e Prints
⑧第三期役者評判記本文を中心とする役者評判記総合情報書庫構築の研究
⑭花供養と近世後期京都俳諧の研究
㉑京都　大徳寺塔頭　玉林院所蔵　大徳寺 273世大心義統の著作を編纂した板木データベースの構築
㉒世界各地の伝承遊戯（ゲーム）の収集、保存及びこれらの体系化と文化的な関連性の研究

F．特例型（研究期間変更課題）
②インドネシア歴史文化遺産のデジタルアーカイビングと高精細 4次元可視化コンテンツの開発
③「鴨川古写真GIS データベース」の構築と河川環境の変遷分析に関する研究





ART RESEARCH
 vol.23 日本文化デジタル ・ ヒューマニティーズ拠点　2021 年度　研究拠点形成支援プログラム　研究プロジェクト報告書①

古典籍での遊び―AI による甲骨字トレースから甲骨への復

元、 および日本古典籍修復への試みに関するプロジェクト

研究代表者 ： 孟　林 （理工学部　准教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

XueBin Yue（立命館大学理工学研究科　D2）
HengYi Li（立命館大学理工学研究科　D2）
Bing Lyu（立命館大学理工学研究科　D1）
藤川佳之（立命館大学理工学研究科　D1）
河野竣介（立命館大学理工学研究科　M2）
渥美柾彦（立命館大学理工学研究科　M1）
森岡智樹（立命館大学理工学研究科　M1）

［研究計画の概要］

　我々は今まで、深層学習という AI 技術を用いて、
甲骨字、拓本、日本古典籍の解読のために、古文字
の自動認識を目指してきた。しかし、虫食い、劣化、
汚れなどでの文字欠損を生じているため、自動認識
の難しさを増している。
　本研究は、AI 技術を用いて、古典籍などの文化財
の文字欠損の修復を目指している。詳細には、まず、
斬新な AI 技術である敵対的生成ネットワーク（GAN: 
Generative Adversarial Networks）を用いて、甲骨字
トレースから甲骨への復元を実現する。そして、そ
の敵対的生成ネットワークを応用し、虫食い、劣化、
汚れなどにより劣化された日本古典籍の修復に試み
る。それにより、より効率な文化遺産の保護と整理
に貢献する。

［研究成果］

　本研究は「古典籍での遊び」で、「AI による甲骨字
トレースから甲骨への復元」と、「日本古典籍修復へ
の試み」の二つのサブテーマで研究している。

1．AI による甲骨字トレースから甲骨への復元
　本研究では、GAN（Generative Adversarial Networks

「敵対的生成ネットワーク」）という AI の技術を用い

て、白川静先生が書いていた甲骨字のトレース画像
から、原型とする甲骨拓本に復元することである。
図 1 には、変換の結果図を示す。上半部には、白川
静先生が書いていた甲骨字のトレース画像から、原
型とする甲骨拓本の結果である。下半部には、拓本
画像から、トレース画像を生成する結果である。結
果から見ると、GAN を用いて、AI による甲骨字トレー
スから甲骨への復元を成功したと言える。

2．日本古典籍修復への試み
　本研究は、AI を用いて、日本古典籍の修復を目指
している。既存研究は、存在しない状況の中で、初
めの試みである。一年間の研究で、AI を用いたくず
し字欠損の修復の可能性を示した。図 2 には、詳細
の修復の過程で、左には欠損文字であり、右には修
復された結果である。“ す ” の欠損部には修復された
ことを確認できた。

図 1．拓本↔トレースの復元結果

図 2．AI を用いたくずし字修復結果 
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 vol.23 　研究成果としては、国際ジャーナル論文と国際会
議論文それぞれ 3 編を採択された。そのうち、国際
ジャーナル論文［1］は、ハイインパクトジャーナル

で、筆者の調べ限り、日本からの 2 回目の採録論文
となる。

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈国際ジャーナル〉
［1］X.Yue, H.Li, Y.Fujikawa, and L.Meng, "Dynamic Dataset Augmentation for Deep Learning-based Oracle Bone 
Inscriptions Recognition," ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, ACM, 2022.4.（accepted）【SCI/SCIE, 
IF:2.121, JCR:Q3】

［2］Y.Fujikawa, H.Li, X.Yue, A.C V, A.P. G, and L. Meng,"Recognition of Oracle Bone Inscriptions by using Two Deep 
Learning Models," International Journal of Digital Humanities, Springer, 2022.

［3］B.Lyu, H. Li, A.Tanaka, and L.Meng,"The Early Japanese Books Reorganization by Combining Image processing 
and Deep Learning," CAAI Transactions on Intelligence Technology, IET 2022.（accepted）

〈国際会議〉
［4］B.Lyu, A.Tanaka, and L.Meng,"Computer-assisted Ancient Documents Re-organization," International 
Conference on Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things（IIKI）, Nov. 2021.（In 
Hangzhou, China）

［5］T.Morioka, A.C V and L. Meng,"An AI-based Android Application for Ancient Documents Text Recognition," 
2021 International Symposium on Advanced Technologies and Applications in the Internet of Things（ATAIT 
2021）, August. 2021.（In JAPAN）

［6］X.Yue, B.Lyu, H.Li, Y.Fujikawa, and L.Meng, "Deep Learning and Image Processing Combined Organization of 
Shirakawa's Hand-Notated Documents on OBI Research," The 2021 IEEE International Conference on Networking, 
Sensing and Control（IEEE ICNSC 2021）, Dec. 2021.（In Xiamen, China）
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 vol.23 日本文化デジタル ・ ヒューマニティーズ拠点　2021 年度　研究拠点形成支援プログラム　研究プロジェクト報告書②

ゲームという手段を通じた浮世絵などの

文化的な素材公開プロジェクト

研究代表者 ： THAWONMAS Ruck （情報理工学部　教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

PALIYAWAN Pujana（立命館大学総合科学技術研究
機構　専門研究員）
WEI Zhenao（立命館大学情報理工学研究科　D4）
ALAM Nowshin Faiza（立命館大学情報理工学研究科　
M2）
ALBERTUS Agung（立命館大学情報理工学研究科　
M2）
JUMNEANBUN Thanat（立命館大学情報理工学研究
科　M2）
MURY Fajar Dewantoro（立命館大学情報理工学研究
科　M2）
藤巻恵太（立命館大学情報理工学研究科　M2）
ZHANG Yiming（立命館大学情報理工学研究科　M2）
SANGYANLOY Tannop（立命館大学情報理工学研究
科　M1）
CHAIWONG Jaturawit（立命館大学情報理工学研究科　
M1）
伊藤聡子（立命館大学情報理工学研究科　M1）
JIA Hao（立命館大学情報理工学研究科　M1）
LIU Yushi（立命館大学情報理工学研究科　M1）
SAVCHYN Roman（立命館大学情報理工学研究科　
M1）
WIRA Marcel（立命館大学情報理工学研究科　M1）
NGUYEN Van Thai（立命館大学情報理工学研究科　
M1）
KHAN Ibrahim（立命館大学情報理工学研究科　M1）
CHANMAS Gunt（立命館大学情報理工学研究科　
M1）

［研究計画の概要］

　近年、インターネットでゲームプレイ（GP）を観
戦している人数が、HBO、Netflix、ESPN などの代表
的な動画配信サービスを通じて配信動画を閲覧して

いる総人数を上回っている。また、GP 観戦者の人口
は 2017 年の時点で 6.65 億人であり、2021 年には
21％の増加が見込まれる。これらの背景から、GP は
新たなメディアとして注目されつつある。本研究で
はこの状況を踏まえ、ARC が所有している浮世絵な
どの文化的な素材の新たな配信方法としてプレイ中
の背景として、プレイヤーまたは観戦者の嗜好に沿っ
た形で画像とその関連情報を提示するシステムを開
発し、その有用性を検証した後、各システムの公開
を目指す。

［研究成果］

　美術品画像間の類似度において、人間の知覚と機
械の知覚との差異について述べる。ここで機械は深
層学習モデルの特徴を用いた方法を指す。現在、深
層学習モデルの特徴を用いて計算する類似度は、画
像検索エンジンや画像推薦システムを構築するなど
様々な領域に使用されている。しかし、人間が類似
度を判断する際に、色、スタイル、明るさ、シーン
などの複数の側面を考慮にいれる。そこで ARC が所
蔵している浮世絵の画像を対象に調査を行った、そ
の結果を ART RESEARCH vol.22-2 にて報告［1］した。
　次に、先述した結果をうけて、アートワーク画像
の類似性データを収集するための「Lottery」という
カードゲームシステムを提案した。同ゲームは、「シ
リアスな目的のための視聴者参加ゲーム（APGWAP）」
と呼ばれるゲームデザインの概念に基づいて構築さ
れている。これは、視聴者が参加するゲームを介して、
特定のタスクの計算ステップを人間にアウトソーシ
ングすることを指す。ゲームシステムは Twitch でス
トリーミングされる。このゲームシステムでは、2
人の人工知能（AI）プレイヤーが、順番にカードのセッ
トから最も類似している 2 枚のカードを照合して捨
てる。視聴者はアシスタントとジュリーの間で自分
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 vol.23 の役割を選ぶことができる。アシスタントは、特定
のターンの AI プレイヤーがそのようなカードのペア
を選択するのを助け、ジュリーは、選択されたペア
がどれほど似ているかを示すスコアを与える。実験
では、視聴者に報酬を提供するためのさまざまな方
法（等しい報酬、ランダムな報酬、およびパフォー
マンスベースの報酬）が調査された。その結果、パ
フォーマンスベースの報酬が個人的な満足を大幅に
促進し、他のいくつかの要因でより良いゲーム体験
を提供することを示した。さらに、人間のさまざま

なグループがすべての画像ペアに対して同様の類似
性スコアを提供することが分かった。これは、本ゲー
ムシステムを使用して、複数の試行を通じて一貫性
のある信頼できる人間データを収集できることを示
している［2］。
　最後に、仮想アニメキャラクター（VTuber）を、
浮世絵の説明文を収集するために設計されたもう一
つの APGWAP である JUSTIN に導入し、その有効性
を検証した［3］。

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈論文〉
［1］Zhenao Wei, Shizhe Wang, Pujana Paliyawan, and Ruck Thawonmas, "Difference in Perceived Similarity 
Between Humans and Machines―A Case Study on Ukiyo-e Artworks," ART RESEARCH, vol. 22-2, 8 pages, 2022.

［2］Zhenao Wei, Pujana Paliyawan, Ruck Thawonmas, "A Card Game for Collecting Human-Perceived Similarity 
Data of Artwork Images," IEEE Access, vol. 10, pp. 8103-8111, 2022.

［3］Roman Savchyn, Pujana Paliyawan and Ruck Thawonmas, "Cuteness in JUSTIN: adding a virtual moderator for 
entertaining user in an audience participation game," Proc. of the 10th Global Conference on Consumer 
Electronics（GCCE）, pp. 843-844, Oct. 12-15, 2021.

164



ART RESEARCH
 vol.23 日本文化デジタル ・ ヒューマニティーズ拠点　2021 年度　研究拠点形成支援プログラム　研究プロジェクト報告書③

京都ストリート文化アーカイブ―街を彩った大衆文化の

記憶とその可視化―プロジェクト

研究代表者 ： 斎藤進也 （映像学部　准教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

竹田章作（立命館大学映像学部　教授）
飯田和敏（立命館大学映像学部　教授）
渡辺修司（立命館大学映像学部　准教授）
奥出成希（立命館大学映像学部　教授）
尾鼻崇（立命館大学映像学部　非常勤講師）
鈴木桂子（立命館大学衣笠総合研究機構　教授）
塩見俊一（立命館大学産業社会学部　非常勤講師）
長尾亮虎（立命館大学映像研究科 M2）
辻俊成（立命館大学文学研究科　M2）
SHI Lingxuan（立命館大学映像研究科　M2）
岡田陸（立命館大学映像研究科　M1）

［研究計画の概要］

　本プロジェクトでは、昭和期の京都の地域社会史、
大衆文化史を考える上で参照価値をもちうる「スト
リート文化」のアーカイブを構築し、かつ、それを

（ゲームの開発技法を援用し）エンターテインメント
性のあるインタラクティブコンテンツとして発信し
ていく。コンテンツとシステムの双方に魅力をもち、
“ 遊び ” を学術的実践に応用する文理芸統合型の試み
として革新的なプロジェクトとなるだろう。
　2021 年度は、映画の手書き看板・ポスター、芝居
小屋や劇場関連情報、喫茶店で配布されていたマッ
チといった過年度において収集の核となったコンテ
ンツに加え、オーラルヒストリーを軸とする京都音
楽シーンの体系化を進める。さらに、「ゲームエンジ
ンのアーカイブへの応用」をキーワードに「遊べる
アーカイブ」の仕組みづくりに注力していく。また、
THAWONMAS Ruck 研究室（情報理工学部）および
河角直美研究室（文学部）を中心に、アート・リサー
チセンターの他のプロジェクトとのコラボレーショ
ンを積極的に進めていく。

［研究成果］

　本年度は、映画関連コンテンツに代表される過年
度より本プロジェクトにおける中核的なコンテンツ
と位置づけられるものに加え、京都と関連のあるク
リエーターのライフヒストリーや作品を射程にいれ、
研究課題を発展、向上させた。
　この方向性において、特に注力した取り組みとし
て、京都出身であり多くの世界的なJazzミュージシャ
ンを撮影したことで知られる写真家・相見明に関す
るアーカイブ構築があげられる。中古ジャズレコー
ド店「ホットステップ」に保管されていた段ボール
5 箱に及ぶ写真とフィルムを当プロジェクトで受け
入れ、整理とスキャニングを行いつつ、今後本格的
に実施するアーカイブ構築に向けての具体的なプラ
ンニングを実施した。ハービー・ハンコック、ソニー・
ロリンズ、パット・メセニー、ジム・ホールといっ
た世界的な Jazz ミュージシャンの写真やフィルムが
含まれることから、今後、研究者のみならず在野の
音楽愛好家にも着目されるコレクションになる可能
性がある。
　この取り組みについては、対外的にも注目されて
おり、京都新聞や THE KYOTO といったメディアにも
取り上げられ、1970 年代後半から 1980 年代初頭の
ジャズ界の胎動を捉える上で貴重な資料になる可能
性があるものとして紹介された。
　さらに、2021 年度においては、京都を拠点に長い
キャリアを持つバンヒロシ氏の協力のもと、過年度
からのテーマを引き継ぐかたちで、京都におけるロッ
クやフォークといった大衆音楽の変遷を体系的に整
理する取り組みを進め、第 98 回国際 ARC セミナー
では、バン氏をゲストに迎え、その内容について発
表した。
　上記の通り、2021 年度は、過年度対象としていた
資料分野を拡大し、コンテンツの充実が実現された。
明確なアウトプットには繋がっていないが、これに
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 vol.23 並行して、アーカイブのシステム面での技術的な研
究も実施した。具体的には、ゲームエンジンである
UnrealEngine を活用した豊かなインタラクティブ
CG 表現を有効活用した資料閲覧環境についての設計

を行った。この点については、次年度以降、先述の
通りに拡充されたコンテンツ面と連動するかたちで、
実践的な運用に移行させていく。

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈研究発表等〉
斎藤進也「京都ストリート文化アーカイブ - 街を彩った大衆文化の記憶とその可視化 -」ARC days、立命館大学アー

ト・リサーチセンター、2021 年 7 月 30 日
斎藤進也、岡田陸「AI とゲームシステムによる『遊べる京都文化資源アーカイブ』の構築」ARC days、立命館大

学アート・リサーチセンター、2021 年 7 月 31 日
斎藤進也、竹田章作「京都ストリート文化アーカイブ - 街を彩った大衆文化の記憶とその可視化 -」「日本文化デジ

タル・ヒューマニティーズ拠点」プロジェクト 成果報告会、立命館大学アート・リサーチセンター、2022 年 2
月 25 日

斎藤進也、岡田陸「AI とゲームシステムによる『遊べる京都文化資源アーカイブ』の構築」「日本文化デジタル・ヒュー
マニティーズ拠点」プロジェクト 成果報告会、立命館大学アート・リサーチセンター、2022 年 2 月 26 日

斎藤進也、バンヒロシ、竹田章作「京都の大衆音楽のルーツを辿る～バンヒロシ大学 in 立命館大学～」、第 98 回 
国際 ARC セミナー、2022 年 1 月 19 日

〈新聞記事等〉
「遺品フィルム　立命大がデジタル化　NY で 32 歳事故死　京都出身写真家・相見明」京都新聞、2021 年 10 月 21

日朝刊 7 面
「夭折写真家・相見明　眠るフィルム群　大学でデジタル保存」THE KYOTO（Web ジャーナル）
　　https://www.kyoto-np.co.jp/articles/thekyoto/666490
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近代のまちを語るものたち―古写真 ・ 絵葉書 ・ 映像資

料の時空間データベースの構築―プロジェクト

研究代表者 ： 河角直美 （文学部地域研究学域地理学専攻　准教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

矢野桂司（立命館大学文学部　教授）
赤間亮（立命館大学文学部　教授）
加藤政洋（立命館大学文学部　教授）
花岡和聖（立命館大学文学部　准教授）
佐藤弘隆（立命館大学文学部　特任助教）
宮田悠史（立命館大学文学研究科文化情報学専修　
D2）
印牧真明（立命館大学文学研究科地理学専修　D2）
武内樹治（立命館大学文学研究科文化情報学専修　
M2）
Mohamed Soliman（JSPS 外国人特別研究員）

［研究計画の概要］

　「バーチャル京都」プロジェクトでは、これまで
GIS（地理情報システム）を応用しながら、定量・定
性を問わず地理空間情報を有するあらゆるデータの
収集と、それらの GIS データベース構築、情報の可
視化を試みてきた。位置情報に基づき、多様なデー
タの蓄積とその比較・分析を可能にする GIS は、人
文学の各分野に浸透しつつある。
　近年では、主観的な資料も、位置情報を明確にし、
さらに他の史資料と比較・照合されることで、景観
を読み解き復原する資料として活用されてきた（加
藤・河角 2021）。そこで、地図をプラットフォーム
とし、GIS 上での情報の統合をこころみることが、
埋もれつつある京都のローカルな景観の「価値」の
検討や、歴史都市京都の文化的本質を解明する一助
となろう。
　本研究は、おもに明治期から昭和期までの京都を
かたる古写真、絵葉書、さらに映像資料について
GIS を活用することで地図上に紐づけし、データベー
ス間の垣根を超えた情報の利用と分析を目指すもの
である。

　なお、こうした展開においては、町の記憶や地域
で培われてきた知恵といった、地域住民との連携が
不可欠である。本研究は、デジタル技術を介しつつ、
“ 遊び ” 心を含んだ世界観の構築をめざすことで、地
理学の景観復原という伝統的な研究手法と地域社会
とが連携されるとともに、デジタル人文学の新たな
展開を意図するものである。
　本研究は、申請者とともに、映像資料の整備につ
いては院生の宮田が中心におこなう。また、人文地
理学の立場から近代の都市研究を専門とする加藤（文
学部）に参画いただき、GIS の技術面については矢野、
花岡、佐藤（いずれも文学部）のサポートを、さらに、
地理学専修・文化情報学専修の院生の協力、NPO の
サポートを得て研究を遂行する。

（参考文献）
加藤政洋・河角直美「近代京都における主要商店街
の店舗復原―《祇園町》を事例とした方法の検討―」、
歴史地理学 63-4、2021、pp. 1-17。

［研究成果］

【映像資料】
　本プロジェクトでは、アート・リサーチセンター
が保有する映像資料「京都ニュース」について、GIS
を活用して地図上に紐づけすることでデータベース
間の垣根を超えた利用と分析を目指している。その
上で、本年度は京都ニュースの撮影対象・撮影場所
等の地理空間情報を特定することを試みた。また、
それらをメタデータの項目として設定し、メタデー
タ自体を整備した。
　そのため、GIS を活用して映像自体を地図上に紐
づけすることに展望が開けたが、映像中において聞
き取り不能な箇所や、判断不能な箇所が多く存在す
るため、より精密な地理空間情報の抽出作業が必要
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して京都ニュースの映像を地図上に紐づけるうえで
必要な研究をさらに進めていきたい。

【絵葉書（矢守家絵葉書コレクション）】
　映像資料の整理とともに、矢守家が所蔵する絵葉
書（矢守家絵葉書コレクション）の 1200 点以上に
ついても佐藤と辻（文化情報学専修院生）でデジタ
ル化、データベース化をおこなった。当該コレクショ

ンは、日本各地の名所・旧跡のほか災害記録や海外
で刊行されたものを含むものであり、そのメタデー
タには、絵葉書作製時期のほか被写体とその位置情
報を示す地図が含まれた。本研究成果は、「矢守家絵
葉書データベース」としてすでに公開されたが、今
後は、ArcGIS online でのコンテンツ制作を目指し、
より位置情報に特化したデータベースの構築とその
公開もめざしたい。

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈発表〉
宮田悠史「デジタルアーカイブを活用した地域経済振興の現状と展望」第 6 回研究大会（デジタルアーカイブ学会）
（オンライン開催）2021 年 4 月 23 日 .

宮田悠史「自治体映像資料に関するデジタルアーカイブ構築の実践 ～「京都ニュース」のデジタルアーカイブ構
築を事例に」第 11 回知識・芸術・文化情報学研究会（オンライン開催）2022 年 2 月 12 日 .
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「遊び」 をテーマとした長江家住宅の

リアル×バーチャル展示会プロジェクト

研究代表者 ： 佐藤弘隆 （文学部地域研究学域　特任助教）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

矢野桂司（立命館大学文学部　教授）
河角直美（立命館大学文学部　准教授）
宇佐美智之（立命館大学文学部　特任助教）
夏目宗幸（立命館大学文学部　特任助教）
前田一馬（立命館大学文学研究科地理学専修　D6）
印牧真明（立命館大学文学研究科地理学専修　D2）
武内樹治（立命館大学文学研究科文化情報学専修　
M2）
秦知央（立命館大学文学研究科地理学専修　M1）
高木良枝（長江家住宅（フージャースホールディン
グス）　学芸員）

［研究計画の概要］

　「長江家住宅継承プロジェクト」では、毎年 7 月
14 ～ 16 日において屏風祭を実施してきた。今年度
は昨年度に構築・公開した「祇園祭デジタル・ミュー
ジアム 2020」（祇園祭 DM）のコンテンツに新たな
研究・アーカイブ成果を加えて、「遊び」をテーマと
した展示会をリアルとバーチャルの両方で企画し、
展開していく。

［研究成果］

　祇園祭の時期に合わせて、第一期（7 月 10 日、11
日）と 第二期（年 7 月 14 日～ 16 日）に長江家住宅
の「屏風飾り展」を企画・開催した。本年の展示は、
六曲一双の「琴棋書画之図」（岸連山）や、六曲一双
の「唐子遊戯図」（作者不明）及び「角力書画」（鈴
木松年）など「遊び」に関連する画題の屏風を展示
した。それに加えて、長江家に残る紋帳や古写真の
展示、長江家と交流のあった京都画壇の絵師・山田
耕雲に関する展示を行った。また来場者が展示を楽
しむ要素として、ARC バーチャル・インスティテュー

トと QR コードを利用し、展示解説をヒントとした
クイズラリー形式のゲームも企画した。そして、こ
れらの展示を 360 度カメラで記録し、「屏風飾り展
バ ー チ ャ ル ツ ア ー」（ 図 1）（https://r91607713.
the ta360 .b i z / t /06204baa-e5 fc -11eb-8ece -
06d61ac6b8d1-1）を作成し、祇園祭デジタル・ミュー
ジアムや長江家住宅公式ホームページで公開した。
このバーチャルツアーでは、リアルの展示やゲーム
をバーチャル上で再現するだけでなく、アノテーショ
ン機能を用いて長江家旧蔵品データベースと接続す
る WEB 展示ならではの情報の拡張性を実現した。こ
のリアルとバーチャルを組み合わせ、「遊び」をテー
マとした展示を通じて、来場者や WEB 閲覧者に情報
技術を駆使した文化財公開の可能性や京町家文化へ
の親しみを伝えられたかと思う。
　さらに今年度は、長江家住宅での季節ごとのしつ
らいや展示にしようする屏風や掛軸の収蔵環境の改
善や本体の修繕を行った。とりわけ、損傷が目立っ
た六曲一双の「唐子遊戯図」の二曲一隻の張り交ぜ
屏風の修繕を、京都の表具師である「宇佐美修徳堂」
に依頼した（図 2）。その修繕過程を映像や写真で記
録したり、職人への聞き取りを実施したりもした。
これによって、過去の修繕の痕跡や裏打ち文書も保
存することができ、京都の都心における京町家文化
に関わる研究資源としても今後期待される。

図 1　公開したバーチャルツアー
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図 2　屏風の修復の様子

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈発表〉
佐藤弘隆「地域の文化資源のデジタル化・公開・活用：京都祇園祭のデジタル・ミュージアム」、GIS Day in 伊勢

2021「GIS とデジタル人文学：ビッグデータ時代の地域資源の活用方法」、オンライン、2021 年 8 月 21 日。
佐藤弘隆「デジタル・アーカイブによる地域文化資源の発見と活用」、立命館大学土曜講座、オンライン、2022 年

1 月 22 日。
〈展覧会〉
特別公開「屏風飾り展」、長江家住宅、2021 年 7 月。
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ARC 所蔵資料データベースの

評価データセット作成プロジェクト

研究代表者 ： 前田亮 （情報理工学部　教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

BATJARGAL Biligsaikhan（立命館大学衣笠総合研究
機構　専門研究員）
SONG Yuting（立命館大学情報理工学部　特任助教）
WANG Jiayun（立命館大学情報理工学研究科　D4）
LI Kangying（立命館大学情報理工学研究科　D3）
KHALTARKHUU Garmaabazar（立命館大学情報理工
学研究科　D1）
川端恵大（立命館大学情報理工学研究科　M1）
東雲陽美（立命館大学情報理工学研究科　M1）

［研究計画の概要］

　本研究プロジェクトでは、アート・リサーチセン
ター（以下 ARC）所蔵資料データベースへの多言語
情報アクセスを実現するための各種技術について、
ゲーミフィケーションに基づくクラウドソーシング
を利用することにより、“ 遊び ” の要素を活用した効
率的な評価用データセットの作成手法について検討
を行う。

［研究成果］

　ARC 所蔵資料データベースのバイリンガル検索お
よび言語横断レコード同定技術に関しては、浮世絵
のメタデータについて、インターネット上で無料で
使用可能な複数の機械翻訳サービスによる翻訳の品
質について、クラウドソーシングを利用してワーカ
に浮世絵の画題の翻訳を行ってもらうことにより、

各機械翻訳サービスによる浮世絵画題の翻訳の品質
を評価する手法について検討を行った。また、これ
までに研究を進めてきた、言語横断型の単語分散表
現を用いて機械翻訳に依存せずに異言語の浮世絵 DA
から同一作品を同定する手法に関連して、言語横断
型の単語分散表現に日本語特有の情報を用いること
で分散表現のマッピング精度を向上する手法につい
て、国際ジャーナル International Journal of Asian 
Language Processing に論文が掲載された。
　ARC 所蔵資料データベースを用いた情報推薦技術
に関しては、クラウドソーシングを利用して作成さ
れた WikiArt Emotions データセットを用いた絵画の
テキストおよび画像によるマルチモーダル情報推薦
手法、および本手法を ARC 所蔵資料データベースに
対する情報推薦に応用する方法について検討を行っ
た。
　古典石の蔵書印の文字認識および検索支援技術に
関しては、単一事例表現学習に基づく古代文字認識
手法について研究を行い、その評価のためのデータ
セットとして、クラウドソーシングを用いて手書き
甲骨文字画像を収集する手法について検討を行った。
本手法について、国際ジャーナル Data に論文が掲載
された。
　また、歌舞伎役者を批評した芸評書である役者評
判記から固有表現抽出技術を用いて役者情報を抽出
する手法、および経営哲学に関するテキストに対し
て検索結果の多様性を考慮した検索を実現する手法
について研究を行い、それぞれ人文科学とコンピュー
タシンポジウムでポスター発表を行った。

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈論文〉
Yuting Song, Biligsaikhan Batjargal, and Akira Maeda. Learning Japanese-English Bilingual Word Embeddings by 

Using Language Specificity. International Journal of Asian Language Processing, Vol. 30, No. 3, （14 pages）, May 
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Kangying Li, Biligsaikhan Batjargal, and Akira Maeda. A Prototypical Network-Based Approach for Low-Resource 

Font Typeface Feature Extraction and Utilization. Data, Vol. 6, No. 12, （20 pages）, Dec. 2021.
〈研究発表等〉
川端 恵大 , 前田 亮 , 赤間 亮 . 役者評判記を用いた役者情報の抽出 . 人文科学とコンピュータシンポジウム論文集 , 

pp. 200-205, Dec. 2021.
東雲 陽美 , 青山 敦 , 前田 亮 . 経営哲学に関するテキストにおける検索結果の多様性を考慮した検索システム . 人文

科学とコンピュータシンポジウム論文集 , pp. 24-29, Dec. 2021.
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江戸 ・ 明治 ・ 大正期の大規模文化情報の連環による

知的生産プロジェクト

研究代表者 ： 赤間亮 （文学部　教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

東野陸（立命館大学衣笠総合研究機構　助教）
山路正憲（立命館大学衣笠総合研究機構　客員協力
研究員）
安宅望（立命館大学文学研究科　D2）
中井陽一（立命館大学文学研究科 M4）
平野理紗子（立命館大学文学研究科　M2）
戸塚史織（立命館大学文学研究科 M2）
堀池理生（立命館大学文学研究科 M1）
山本睦月（立命館大学文学研究科 M1）

［研究計画の概要］

　本プロジェクトでは、とくに所属メンバーの研究
テーマである「演劇・芸術」系の文献資料を含むマ
ルチメディア型情報の強力な連環環境を構築し、そ
こから生まれる知的遊戯としての知的生産をしてい
く基盤としてのデジタルアーカイブを構築する。そ
の上であらゆる効率的な手法を駆使して大規模な情
報空間を作り上げる。情報はテキストだけでなく、
画像（絵画・写真）・音声・動画そのものも活用し、マッ
チング技術により、情報間の関係を作っていく。従
来のテキストを中心とするメタデータ型のデータ
ベース検索システムではなく、自動的に類似性・関
係性を蓄積して、それが第 2 世代のメタデータとな
るように設計する。

［研究成果］

1．江戸時代から現代に至る演劇情報のアーカイブ
　本プロジェクトでは、『歌舞伎評判記集成』第一期、
第二期に漏れた新発見の役者評判記の原本を収集し、
アート・リサーチセンターに収蔵してきたが、それ
らの翻刻作業を行った。第三期の編纂作業が進んで
いるが、この翻刻は、その中で収載されるものであ

るが、事前に ARC の翻刻本文検索システムでの活用
が可能となった。また、第四期にあたる作品の翻刻
についても、一部事前翻刻を開始した。明治以降の
演劇雑誌については、『歌舞伎新報』『歌舞伎（第一次）』

『歌舞伎（第二次）』『演劇倶楽部』『演芸画報』など
のデジタル化を進めた。『演芸画報』は、大部の雑誌
であり、前半期に止まったが、2022 年度に完成させ
たい。

2．『都をどり』など、京都の花街の舞踊公演に関する
出版物に関して、公共資料館などでの収蔵状況を確認
し、個人コレクションの調査も開始した。京舞井上流、
能楽観世流片山家に関わる映像、音声アーカイブの完
全デジタル化に向けた作業を推進した。予定していた、
ARCtube システムへの登載は、ARCtube のバージョ
ンアップに起因する、運用方法の変更により、実施が
先送りになったが、カセットテープ音声を除き、ほぼ
全ての映像のデジタル化が完了した。2023 年度には、
新たなデータベースの運用を開始し、上演情報との連
携による映像アーカイブを実現したい。

3．江戸時代後半から明治大正にかけて大量に創作・
出版される絵画（版画・摺物）や短詩形文学（俳諧
狂歌など）とそこに現れる文化人たちの人物情報アー
カイブ
　浮世絵データベースに登載されている文化人たち
の活動の成果、また古典籍デーベースに登載されて
いる大量の狂歌・俳諧文献のデータベース化による、
文化人の文化活動のアーカイブを実施している。特
に、ジュネーブ市立歴史美術博物館版画部の摺物コ
レクションについて、デジタル画像のオンライン公
開を開始し、画面上の文字の翻刻を開始した。そこ
に現れる俳諧師や狂歌師の名前のアーカイブをどの
ように実現するか、についての作業工程について検
討し 2023 年度の本格的なアーカイブ作業に備えた。
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 vol.23 4．江戸から明治大正期の地誌、とりわけ京都・奈良・
大阪という近畿圏を対象にした地誌文献の中に記述
される人物情報のアーカイブ
　奈良にかかわる地誌資料のリスト化、デジタル化
された作品の収集を行っている。また、京都・大阪
の人名録について、網羅的に収集し、人物情報のデー
タ化を開始した。現状では、入力検証段階であるが、

『平安人物志』については、過半数のデータ化を終え

た。人名録等の情報から構築される人物情報データ
ベースの具体的な構造についても検討を続けている。

5．奈良御所市中井文庫の内、版本に関してデジタル
アーカイブを完了し、アート・リサーチセンター・バー
チャルインスティチュート上に「中井家コレクショ
ン 古典籍の世界」を開設した。

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈論文〉
戸塚史織 , 元禄歌舞伎のやつし : 女方の「やつし」に注目して , 論究日本文学 , vol.114, pp. 69-81, 2021. 05
安宅望 , 奈良八景考 : 成立時期の特定と選定の視点について , 立命館文學 , vol.676, pp. 453-470, 2021. 12
赤間亮 , 浮世絵の中で " 妖怪画 " はどのように描かれてきたのか , アート・リサーチ , vol.22, pp. 1-8, 2022. 03
赤間亮 , 宝永 6 年度（1709）京都での丹波与作物歌舞伎狂言の上演をめぐって : 絵入狂言本研究ノート , アート・

リサーチ , vol.22, pp. 87-92, 2022. 03
東野陸 , ARC リサーチスペース駆動の切り札「Kinukake」の紹介 : アート・リサーチ vol.22, 　pp. 1-3 2022. 03
戸塚史織 , 高谷伸番付コレクション紹介 : 明治・大正・昭和期の演劇資料コレクション , アート・リサーチ , vol.22, 

pp. 35-40, 2022. 03
バトジャルガル・ビルゲサイハン , 津田 光弘 , 山路 正憲 , ARC ポータルデータベースの機械判読可能形式データへ

の変換 API 開発 , アート・リサーチ , vol.22, pp. 47-51, 2022. 03
〈研究発表等〉
矢野桂司 , 金子貴昭 , 赤間亮 , 立命館大学アート・リサーチセンター（ARC）の研究実践紹介 , 「日中文化交流と人

文学の新たな座標」, 第二回立命館大学 - 清華大学 国際学術シンポジウム , 2021 年 5 月
安宅望 , 「「瀟湘八景」と「奈良八景」：日本における八景現象受容の一形態について」, 第二回立命館大学 - 清華大学 

国際学術シンポジウム , 2021 年 5 月
安宅望 , 小島貞二相撲番付コレクションのオンラインデータベース公開と新たな相撲史研究の可能性 , アート・ド

キュメンテーション学会 2021 年度年次大会 , 2021 年 6 月
津田光弘 , 東野陸 , 金子貴昭 , 赤間亮 「【ワークショップ】 アート・リサーチセンター　テクニカルサポートボード　

ワークショップ」, ARC Days 2021, 2021 年 7 月
Hans Bjarne Thomsen, 赤間亮, “Promoting Online Resources to Enhance the Understanding of Edo-Period 

Illustrated Books”, Discussant for panel at the 16th International Conference of the European Association for 
Japanese Studies, 2021 年 8 月

前田亮 , 川端 恵大 , 赤間 亮 , 役者評判記を用いた役者情報の抽出 , 人文科学とコンピュータシンポジウム，オンラ
イン , 2021 年 12 月

安宅望 , 文化資源から見たツーリズム ～小型案内記・絵図から見た江戸時代の奈良半日観光 , 立命館大学土曜講座 , 
2022 年 1 月

〈科学研究費助成事業〉
科学研究費補助金・基盤研究（B）・2018 年 4 月～ 2022 年 3 月「在外絵入版本・浮世絵のイメージデータベース

によるカタロギングと研究基盤の構築」（代表：赤間亮）
科学研究費補助金・若手研究・2020 年 4 月～ 2023 年 3 月「和刻本漢籍のパースペクティブ」（代表：東野陸）

〈競争的資金等（科研費を除く）〉
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 vol.23 「Digital Database and Visualization of Borobudur Maritime Landscape and Japan-Indonesia Maritime Connection」
文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際研究拠点」2021 年 4 月～
2022 年 3 月（代表：赤間亮）
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文化財保全を目的とした

音響デジタルアーカイブプロジェクト

研究代表者 ： 西浦敬信 （情報理工学部　教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

岩居健太（立命館大学情報理工学部　助教）
王浩南（立命館大学情報理工学部　助手）
蔡成锴（立命館大学リサーチアシスタント・情報理
工学研究科　D4）
張宇涛（立命館大学リサーチアシスタント・情報理
工学研究科　D3）
耿毓庭（立命館大学リサーチアシスタント・情報理
工学研究科　D2）
NGUYEN Binh Thien（立命館大学情報理工学研究科　
M2）
陳鵬（立命館大学リサーチアシスタント・情報理工
学研究科　D1）
鄭凱歌（立命館大学情報理工学研究科　M2）
旭浩平（立命館大学情報理工学研究科　M2）
正田千晴（立命館大学情報理工学研究科　M2）
髙木彩希（立命館大学情報理工学研究科　M2）
宮里一道（立命館大学情報理工学研究科　M2）
山下健将（立命館大学情報理工学研究科　M2）
吉田敦史（立命館大学情報理工学研究科　M2）
閻彦橋（立命館大学情報理工学研究科　M1）
楊坤（立命館大学情報理工学研究科　M1）
中村晃希（立命館大学情報理工学研究科　M1）
原田優菜（立命館大学情報理工学研究科　M1）
三浦峻平（立命館大学情報理工学研究科　M1）
芳澤翼（立命館大学情報理工学研究科　M1）
少路春希（立命館大学情報理工学研究科　M1）
李步冉（立命館大学情報理工学研究科　M1）

［研究計画の概要］

　本研究プロジェクトでは、アート・リサーチセン
ターにて管理している文化財の保全・保存を目的に、
紙腔琴の音響デジタルアーカイブ、祇園囃子の音響
デジタルアーカイブ、さらにレコード針を使わない

音楽レコード盤の音響デジタルアーカイブの 3 テー
マを推進する。

［研究成果］

　本年度は、祇園囃子の高臨場デジタルサラウンド
再生の実現にフォーカスする。特にこれまでの収集
した祇園囃子の鉦、太鼓、笛音源に基づくサラウン
ドコンテンツ制作、および実際の囃子写真に基づく
音源位置情報を踏まえて、多視聴点における立体音
響再生を実現した。具体的には、囃子方の演奏位置
や室内環境（残響量など）に基づく Dolby Atmos 音
源の生成および多聴点における立体音響音源の生成
を目指して 7.1.2ch Dolby Atmos フォーマットによ
る再生および評価を行った。下図（a）に再現対象と
なる囃子方の演奏位置を示す。この配置に基づき下
図（b）にて各演奏位置に対する演奏音源と演奏音量
を割り当て、さらに壁周辺に音源と残響特性を畳み
込んだ反響表現用音源を複数配置することで、実演
奏環境と同一環境の再現を試みた。結果を下図（c）
に示す。主観的、客観的評価の結果、鉦と太鼓の再
現精度は高い一方で、笛の再現精度が低く、今後笛
の時系列エネルギー制御が必要であることが明らか
となった。現在のモデルでは、サンプル音源を各演
奏位置に割り当てて再生を試みているが、笛は楽譜
がなく個人の力量や感覚による演奏が主となるため、
音環境全体の時系列エネルギーを観測することで、
動的にエネルギーを制御する仕組みを取り入れるこ
とで、今後より高精度な再現を実現所存である。
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［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈学外研究費〉
科学研究費補助金基盤研究（B）西浦敬信（代表）, 2019-2022
科学研究費補助金挑戦的研究（萌芽）赤間亮（代表），西浦敬信（分担）, 2021-2023
科学研究費補助金基盤研究（A）北川智利（代表），西浦敬信（分担）, 2021-2024
科学研究費補助金基盤研究（B）中山雅人（代表），西浦敬信（分担）, 2021-2024

〈研究成果発表〉
Kenta IWAI, Hiromu Suzuki, Takanobu Nishiura, "3-D Sound Image Reproduction Method Based on Spherical 

Harmonic Expansion for 22.2 Multichannel Audio," Applied Sciences, vol. 12, no. 4, https://doi.org/10.3390/
app12041994, Feb. 2022.

Yuna Harada, Naoto Shimada, Haonan Wang, Kenta Iwai, Masato Nakayama and Takanobu Nishiura, "SHARP-
SOUND-IMAGE CONSTRUCTION METHOD USING MULTICHANNEL SOUND SYSTEM WITH OPTIMAL PARAMETRIC 
LOUDSPEAKER ARRANGEMENT," APSIPA-ASC 2021, pp. 1000-1007, Online, Dec. 2021.

Syumpei Miura, Kenta Iwai, Yoshiharu Soeta and Takanobu Nishiura, " Upper hemisphere sound image control 
with horizontal-arranged loudspeakers based on parametric head-related transfer functions," INTER-NOISE 2021, 
Paper ID: 1749, Online, Aug. 2021.

〈新聞・雑誌等〉
西浦敬信 , 読売新聞 , 2022 年 3 月 26 日
西浦敬信 , 日刊工業新聞 , 2021 年 12 月 14 日
西浦敬信 , 丹波新聞 , 2021 年 6 月 24 日
西浦敬信 , 「shiRUto」, 2021 年 6 月 7 日
西浦敬信 , 「shiRUto」, 2021 年 6 月 2 日

〈展示会〉
西浦敬信 , グランフロント大阪 theLab「空間シェアリング」　2022/1/12 ～現在
西浦敬信 , グランフロント大阪 theLab「糸なし糸電話」　2021/10/1 ‒ 2022/1/11
西浦敬信 , イノベーションジャパン 2021 ～大学見本市 online ～　2021/8/23 ‒ 2021/9/17

（a）演奏配置 （b）  Dolby Atmos による祇園囃子
のサラウンド再現

（c）再現音源の比較
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創造と学習を横断する遊びプロジェクト―Ⅱ

研究代表者 ： 稲葉光行 （政策科学部　教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

Martin Roth（立命館大学先端総合学術研究科　准教
授）
井上明人（立命館大学映像学部　講師）
川崎寧生（立命館大学ゲーム研究センター　客員協
力研究員）
シン・ジュヒョン（立命館大学先端総合学術研究科 
初任研究員）
田中俊太郎（立命館大学先端総合学術研究科　2 回
生）
宮本敬太（立命館大学先端総合学術研究科 2 回生）
石凌軒（立命館大学映像研究科　2 回生）

［研究計画の概要］

　本プロジェクトはデジタルゲームのもつ創造的な
特質とゲーム固有の特質からなる遊びを分析し、そ
の両面からなるゲーム空間を教育や学習の場で活用
する可能性を検討する。今回のプロジェクトは
Minecraft というゲームを中心に、それらの資料を利
用した研究手法を開発し、ゲームの可能性と両局面
における実践を様々な観点から明らかにしながら、
このような空間をどのようにアート教育・メディア
教育・メディアリテラシー教育・語学教育、また、
それぞれの学習方法に活用できるかを検討する。

［研究成果］

1．遊びながら学ぶ：デジタルゲームを使った学びと
遊びの諸条件
　多人数が参加できる三次元仮想空間（メタバース）
を介した対話や協調作業に関わることで、従来型の
Web ベースの学習教材では困難であった「状況」の
中での学習がしている様子を観察することができた。
2022年1月から2月にかけて学部生の協力者を募り、
Minecraft のサーバ上に日本文化に関する構築物を作
成してもらい、その様子を観察、記録した。その際

に得られたオンライン・エスノグラフィーや実施後
のインタビューデータなどから、参加者間のビジョ
ンの共有、個々の学習者の役割認識、個別のデザイ
ン活動を経て、最後にお互いが持つ知識や制作され
たコンテンツが共有されるという、「自律的・分散的
な協働学習」と呼べる学習過程が見出いだされた。
　シリアスゲーム、協調的な遊び、およびゲームベー
ス学習の概念を統合した「協調的シリアスゲーム」
という学習モデルの構築に寄与するためのデータが
得られた。今後は得られたデータの分析をさらに進
める予定である。

2．遊びの実態：子どもたちのゲームプレイ環境につ
いて
　ゲームの教育や学習利用を考える前提として、子
どもたちだけではなく、保護者や教師たちを含めた
教育や学習に関わる人々のゲーム利用やゲームへの
態度の実態を、新聞記事を用いて調査分析した。特
にビデオゲームや、社会統制の扱いについて調査す
ることとした。都道府県の条例について、朝日新聞
の『聞蔵』内の「ゲーム＆条例」に関わる記事で出
てきた 765 件について全文を整理し、実際にビデオ
ゲームと社会統制に関わる記事の実態とありように
ついて内容を分析した。その結果、主にビデオゲー
ムに関する条例は青少年保護育成条例が主体で、最
初にゲーム関連を規制したゲームセンター関連の条
例である、風営法施行条例の方は、風営法が適用さ
れた時期の 1 ～ 2 件に留まることが明らかになり、
各記事からは、それぞれの話題になっている時期や、
その前後に起きている問題なども把握することが出
来た。

3．遊びながら創造する：Minecraft の内部で何が創
造されるか
　昨年度の研究プロジェクトを継続・発展させつつ、
それらの成果を Minecraft 内の日本文化の学習実践
において試用し、検証・拡張する応用的な学習実践
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 vol.23 に取り組んだ。この学習実践では、「デザイン実験ア
プローチ」を採用し、学習実験で収集したデータを
分析した結果、学習実践を繰り返す過程で、文化的
背景、スキルレベル、コミュニケーションスタイル
の違いのため当初は協調作業への関与に躊躇してい
た学習者らが、協働作業によって構築すべき空間の
ビジョンを共有し、自らが貢献できる役割を認識し、
さらに個別のデザイン活動を経て、お互いが持つ知
識や制作されたコンテンツを共有するという、「自律
的・分散的な協働学習」と呼べる学習過程が見出い
出された。これは、物理的な制約が少なく、活動の
自由度が高いメタバースならではの学習スタイルで
あり、本研究が目指す日本文化に関する状況学習に
おける活用方法について今後さらに検討を進めてい
く予定である。

4．遊びの再接続：Minecraft の中でいかに文化が創
造され根付くか
　日中韓の学部生が学習者として参加し、日本文化

に関するコンテンツを共同で構築する実験に取り組
んだ。これらの学習実験の主要な取り組みとして、
複数のプレイヤーが参加できるサンドボックス型メ
タバース環境である Minecraft を用いた協調学習実
験が挙げられる。これらの学習実践では、「デザイン
実験アプローチ」を採用し、日本文化に関するコン
テンツを共同で構築する実験に取り組んだ。具体的
には、日中韓の学生が参加し、「東海道五三次」の版
画をモチーフとして、学習者が協働で構築すべき空
間のイメージに関する話合い、具体的な仮想空間の
デザインと実装、構築した空間に関する利用者への
説明、という一連の作業を行った。学習過程のデー
タ収集は、メタバース内での活動に対するオンライ
ン・エスノグラフィー、プレイヤーの活動ログの自
動記録、および実験後のインタビュー調査によって
行い、学習実験の中においてまさに文化についての
やりとりが生まれ、それに伴って新しく文化が創造
される過程が観察できた。

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈著書・論文〉
Mühleder, Peter, Roth, Martin. “Playing out of bounds? Cross-platform community practice in and beyond Dark 

Souls”. Japan’s Media Culture between Local and Global: Current Perspectives on Regionality, Technology and 
Politics. Roth, Martin, Yoshida, Hiroshi, Picard, Martin 編 . Heidelberg, Berlin, CrossAsia-eBooks, 2021 年 12 月 , 
pp. 315‒333.

Roth, Martin, Yoshida, Hiroshi, Picard, Martin. “Introduction”. Japan’s Media Culture between Local and Global: 
Current Perspectives on Regionality, Technology and Politics. Roth, Martin, Yoshida, Hiroshi, Picard, Martin 編 . 
Heidelberg, Berlin, CrossAsia-eBooks, 2021 年 12 月 , pp. 1‒7.

Yasuo Kawasaki，“The Power of “Place” in Videogame Culture Focusing on Game Centers in Japan（Column）.” 
Martin Roth, Hiroshi Yoshida und Martin Picard（Hrsg.）, eds, Japan's Contemporary Media Culture between 
Local and Global Content, Practice and Theory, 2022 年 2 月 14 日，pp.37-40．

川﨑寧生，『日本の「ゲームセンター」史 娯楽施設としての変遷と社会的位置づけ』，福村出版，2022 年 3 月 5 日．
太田和彦 , 井上明人 , 藤枝侑夏 , 大谷通高 , 小田龍聖『環境問題を〈見える化〉する』，近藤 康久、ハイン マレー編，

昭和堂，2022 年 3 月 31 日， pp．141-156．
藤原 正仁 , ロート マーティン . 「ドイツにおけるゲームレーティングシステム：USK と BPjM による青少年保護 ［The 

Game Rating System in Germany: A Study of Youth Protection Enforced by Entertainment Software Self-
Regulation（USK）and the Federal Review Board for Media Harmful to Minors（BPjM）］」. 『シミュレーション＆ゲー
ミング［Simulation and Gaming Japan］』. 2021 年 6 月 , Vol. 31, no. 1, pp. 63‒75.

藤原 正仁 , ロート マーティン . 「ヨーロッパにおけるゲームレーティングシステム - PEGI システムの構造と変容 - 
［The Game Rating System in Europe - Structure and Transformation of the Pan European Game Information
（PEGI）System -］」. 『デジタルゲーム学研究 ［Journal of Digital Games Research Japan］』. 2021 年 5 月 , Vol. 14, 
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 vol.23 no. 1, pp. 19‒31.
ロート マーティン , プフェファー マグヌス . 「日本のビジュアルメディア領域のための知識グラフ提供へ ［Creating 

a knowledge graph for the domain of Japanese Visual Media］」. 『デジタルアーカイブ学会誌 ［Journal of the 
Japan Society for Digital Archive］』Vol. 6, no. 1, 2022 年 2 月 , pp. 31‒34.

〈学会発表・講演等〉
Pfeffer, Magnus, Zoltan Kacsuk, Martin Roth，「Japanese Visual Media Graph ‒ Bündelung des Wissens von Fan-

Gemeinschaften in einem domänenspezifischen Knowledge Graph」，2022 年 3 月 9 日，DHd2022: Kulturen 
des digitalen Gedächtnisses．

Picard, Martin, Martin Roth，「GamifiNation. Historical characters in the Japanese musō game Sengoku BASARA」，
2021 年 6 月 5 日，Mechademia 2021．

Roth, Martin，「Locating play in videogames from Japan」，2022 年 1 月 17 日，Lecture in the presented at the 
Doctoral and Research Colloquium des AIK Bonn．

Roth, Martin，「Material Video Game Culture in Germany and Japan ［ドイツ・日本のゲーム文化の物理的比較］」，
2021 年 12 月 17 日，Input presentation for the presented at the Workshop: ドイツ・日本のゲーム文化を巡る
言説比較 The Discursive Negotiation of Video Game Culture in Japan and Germany．

Roth, Martin，「Under the radar ‒ Visualizing the spatial complexity of “Japanese” console videogames」，2021 年
8 月 12 日，Replaying Japan 2021．

Roth, Martin，「デジタルゲームにおける『遊び』 『集まれ動物の森』を例に」，2021 年 6 月 27 日，カルチュラル・
タイフーン 2021．

Roth, Martin, Zoltan Kacsuk，「Who populates in Japanese Visual Media? A census of fictional characters based on 
fan-created data」 ，2021 年 8 月 27 日，16th International Conference of the European Association for 
Japanese Studies．

Roth, Martin，「退屈の政治性─デス・ストランディングにおける遊びを手がかりに」，2022 年 1 月 17 日，京都大
学映画コロキアム．

Yasuo Kawasaki，“Research Report :An Overview of Japanese Theme Parks and Related Research in Japan” 2021 年
8 月 12 日，2021 Replaying Japan．

井上明人，「アルゴリズムを批評するために」，2021 年 5 月 13 日，『IT 批評』．
井上明人，「社会を考えるためのゲーム」，2021 年 7 月 3 日，立命館土曜講座．
井上明人，“Preservation Videogame Roundtable”，2021 年 8 月，2021 Replaying Japan.
井上明人，“Theme Park Studies in Japan”，2021 年 8 月，2021 Replaying Japan．
井上明人，ゲーム言説を通じた日独間の若者文化の比較　2021 年 2 月，第 6 回若者文化シンポジウム「現代文化

にみる東西の交流」．
井上明人，「「ゲーム」とは何か」，2021 年 10 月 15 日，慶應義塾大学教養研究センター，実験授業「ゲーム学」．
井上明人，「アルゴリズムを批評するために」，2021 年 10 月 29 日，国際大学 GLOCOM 六本木会議．
川﨑寧生，「ゲームセンターと法規制の関係性についての調査分析 各都道府県の関連条例による規―制を中心に」，

2021 年 9 月 12 日，日本デジタルゲーム学会 2021 年夏季研究発表大会．
川﨑寧生，「経過報告：日本におけるテーマパーク体験：半構造化面接調査」，2022 年 3 月 6 日，Digital 

Entertainment Conference 2022 ：Advancing Digital Game Research Beyond COVID-19 ＝「コロナ禍を超えて進
展する世界のゲーム＆インタラクティヴ・ナラティヴ研究」．

川﨑寧生，「日本のゲームセンターに対する学術的研究の展望と課題 報告者の博士研究を中心に―」，2022 年 3 月
16 日，立命館大学ゲーム研究センター 2021 年度第 4 回定例研究会．

川﨑寧生，「変わりゆくゲーム空間、ユーザーと社会環境、人の移動と文化」，2022 年 3 月 29 日，『日本の「ゲー
ムセンター」史』刊行記念トークショー．
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 vol.23 〈競争的資金等〉
中山隼雄財団助成研究（B），2022 年 3 月～ 2023 年 2 月，「ゲームプレイによる空間認知能力の変容について実証

研究」，（代表：井上明人）
〈受賞〉
藤枝侑夏，井上明人，太田和彦，ゲーム学会（GAS）第 19 回ゲームコンペ，最優秀賞，『コモンズの悲喜劇』，

2022 年 3 月．
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 vol.23 日本文化デジタル ・ ヒューマニティーズ拠点　2021 年度　研究拠点形成支援プログラム　研究プロジェクト報告書⑩

「ゼロ世代」 WEB コンテンツ保存プロジェクト

研究代表者 ： 竹中悠美 （先端総合学術研究科　教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

向江駿佑（立命館大学先端総合学術研究科　一貫制
博士課程 8 回生）
森敬洋（立命館大学先端総合学術研究科　一貫制博
士課程 5 回生）
中村由衣（立命館大学先端総合学術研究科 一 貫 制
博士課程 3 回生）
Moon Jhee（立命館大学先端総合学術研究科　一貫
制博士課程 3 回生）
Zhang Yixin（立命館大学先端総合学術研究科　一貫
制博士課程 2 回生）

［研究計画の概要］

　本プロジェクトは、インターネットの個人利用が
普及した 1995 年から 2010 年ごろに日本および東ア
ジア諸国において WEB 上の投稿サイトや個人サイト
で制作 / 配布されたゲーム・動画・小説などのユー
ザー生成コンテンツ（CGM = Consumer Generated 
Media）の収集・保存と、そのデータベースを作成
するとともに、その学術的活用方法を研究するもの
である。
　2021 年度は、①前年度までに作成した約 3000 件
のゲーム・フラッシュ動画のメタ・データベースの
作成と検討をさらに継続させつつ、加えてプロジェ
クトの視野を国内から東アジアへと本格的に拡大さ
せることで、データベースの活用可能性を検討する
こと。②昨年度よりプロジェクトにかかわっていた
Xhang Yixin と Moon Jhee を正規メンバーとするこ
とで、これまで国内に重点が置かれていたデータベー
スのコンテンツや批評を東アジアという視点から収
集することで、ゼロ世代における CGM とその受容
が各国でいかにして展開されているのかの比較を通
し、③東アジア 3 カ国のゼロ世代文化を CGM で架
橋する視点の提供（論文・学会発表など）。加えて、
④ WEB 上でライトノベル小説の創作活動を続けると
ともに、ライトノベルとその特徴でもあるマンガ風

美少女イラストの関係を研究している中村由衣を
Next フェローシップ生として ARC に受け入れると
ともに、本プロジェクトの院生メンバーに加えるこ
とで、これまでの収集対象に含まれていなかった小
説投稿サイトの作品群の収集とデータベース化も開
始した。

［研究成果］

　上述の①～④の研究目標に沿って、①と②はメン
バーの増員によって、目標数値を上回るデータの拡
充が進み、ARC テクニカルサポートの協力を得て、
2021 年 2 月に ARC ポータルデータベースにコンテ
ンツのメタデータを「ゼロ年代 WEB コンテンツデー
タベース」として公開した。公開データの内訳は、ゲー
ム 5025 件（日本 4873 件＋韓国 148 件＋他 4 件）、
動画 338 件（日本 302 件＋中国 30 件＋他 6 件）、小
説 218 件（日本）
　また、向江と森はインディーゲームとフラッシュ
動画の年代ごとの統計調査から得た傾向の分析につ
いて、知識情報学会関西部会で研究報告を共同で行
い、向江はゼロ年代のオンラインゲームにおいても
重要なジャンルであったホラーゲームについての論
文を『早稲田文学』に掲載した。
　③については、2003 年にルーマニアで発表された
楽曲が、「恋のマイアヒ」として日本、中国、韓国の
ゼロ年代の動画コンテンツにモチーフとして受容さ
れている点に注目して、その比較分析を試み ARC 
Days でも発表した。共著論文にするための調査研究
を現在も継続している。
　④についてすでに収集済みの WEB 小説のデータ
ベース化を進めるとともに、中村は研究成果発表会
で「アーカイブ構築によるライトノベル分析の可能
性について」研究報告を行った。
　このように本プロジェクトはサブカルチャーを中
心とした芸術系資源の研究を進めるとともに院生の
協創的な研究力向上の面でも成果を生み出している。
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 vol.23 ［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈論文〉
【査読有】向江駿佑「『ホラーゲーム』の正しい怖がり方―恐怖とジャンルを再考する」 早稲田文学 10（26）、pp. 

204-214、2021 年 10 月
【査読無】竹中悠美「日本のアートワールドにおける作品展示の位相」『須田記念　視覚の現場』 第 6 号、2022、

pp. 23-25
〈学会発表〉
竹中悠美、向江駿佑 , 森敬洋 , Moon Jhee, Zhang Yixin「ゼロ世代」WEB コンテンツ保存プロジェクト」ARC Days 

2021, 立命館大学アート・リサーチセンター、京都（オンライン開催）、2021 年 7 月 30 日
中谷秋桜・向江駿佑「乙女ゲームの男性キャラクターの属性と人称代名詞の使用パターンの関係の考察―コレスポ

ンデンス分析と女性向け小説との比較をつうじて―」日本デジタルゲーム学会第12回年次大会（オンライン開催）
2022 年 2 月 11 日

向江駿佑、森敬洋「WEB コンテンツのデータベース化による世代ごとの CGM の傾向分析」第 11 回 知識・芸術・
文化情報学研究会（オンライン開催）、2022 年 2 月 12 日

竹中悠美、向江駿佑、森敬洋、 Moon Jhee、 Zhang Yixin「ゼロ世代」WEB コンテンツ保存プロジェクト」2021 年
度研究成果発表会、立命館大学アート・リサーチセンター、京都（オンライン開催）、2022 年 2 月 25 日

中村由衣「アーカイブ構築によるライトノベル分析の可能性について」2021 年度研究成果発表会、立命館大学アー
ト・リサーチセンター、京都（オンライン開催）、2022 年 2 月 25 日

西林孝浩、竹中悠美「『アジア芸術学』の創成」2021 年度研究成果発表会、立命館大学アート・リサーチセンター、
京都（オンライン開催）、2022 年 2 月 25 日

〈データベース〉
ゼロ年代 WEB コンテンツデータベース、2021 年 2 月公開
　https://www.dh-jac.net/db1/resource/search_gene.php

〈展覧会評〉
竹中悠美「被災美術品と向き合う　石内都の新作に見る一つのかたち」大阪日日新聞 2021 年 7 月 8 日 9 面
竹中悠美「美術いま関西で 91：スナップ写真の中のアフガニスタン─中山博喜写真展「水を招く」」、『大阪日日新

聞』2021 年 10 月 26 日 9 面
〈ギャラリートーク開催〉
西林孝浩、佐藤弘隆、金子貴昭、東野陸、三須祐介、廣澤裕介、竹中悠美、枝木妙子、張憲、藤本流位「『アジア

芸術学』の創成オンライン展覧会　めぐりあいアジア―芸術の移動・想像・創成―」, 立命館大学（オンライン開
催）, 2022 年 3 月 6 日 .

〈講演〉
中村由衣「SDGs 課題の解決策を考える」NEXT フェローシップ・プログラムの Project Based Learning（PBL）立

命館守山高校 3 年生にプレゼンテーション、2022 年 1 月
〈作品〉
中村由衣（中村ゆい）短編小説「瞬きのあいだに君は消え去る」完結、投稿サイト『小説家になろう』　2021 年

11 月公開
中村由衣（中村ゆい）小説「初恋のハーバリウム」完結、投稿サイト『小説家になろう』　2021 年 12 月公開
中村由衣（中村ゆい）連載小説「蔦と陽だまり」完結、投稿サイト『小説家になろう』　2022 年 1 月
中村由衣（やがすりもか）短編朗読「春とラジオ」2022 年 1 月 Youtube にて公開
　https://www.youtube.com/watch?v=w-ZO9JyA8FI

〈受賞〉
中村由衣（中村ゆい）短編小説「彼の頭の上の顔文字」KADOKAWA 魔法の i らんど、短編小説コンテスト「魔法

183



ART RESEARCH
 vol.23 の 5 分間〈2〉」で優秀賞受賞、2021 年 7 月
　同作品は KADOKAWA によって動画化されて YouTube で公開
　https://www.youtube.com/watch?v=fiYjqsRyMVw
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 vol.23 日本文化デジタル ・ ヒューマニティーズ拠点　2021 年度　研究拠点形成支援プログラム　研究プロジェクト報告書⑪

メタヒストリーあるいは記憶の場としての

日本文化資源研究プロジェクト

研究代表者 ： 細井浩一 （映像学部　教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

毛利仁美（立命館大学文学研究科文化情報学専修　
D3）
宮田悠史（立命館大学文学研究科文化情報学専修　
D2）
辻俊成（立命館大学文学研究科文化情報学専修　
M2）
シン・ジュヒョン（立命館大学先端総合学術研究科　
初任研究員）
許 （Xu Ting）（立命館大学先端総合学術研究科　
Ph.D Candidate）

［研究計画の概要］

　本プロジェクトは、日本文化資源としての重要性
を有していることが指摘されつつも、まとまったアー
カイブ実践とそれに基づく研究が乏しい対象（現時
点ではビデオゲーム、時代劇、地域映像の関連資料
を想定）について、資料体の現状等を調査するとと
もに、LOD 対応を前提としたメタデータ設計を伴っ
た実践的有用性を持つデータベースを構築し、それ
らの資源を活用した文化情報学、文化資源（経営）
学的な研究を実施することを基礎とする。これらの
領域は、いずれも昭和以降の日本における日常的な
生活や娯楽の重要な局面を切り取っている資料の集
合体ではあるが、それ自体が持つ学術価値や社会的
価値に応分と言えるほどの研究や利用がなされてお
らず、それらの意味や意義が不明なままゆるやかに
喪失していく状況にある。
　そこで、本プロジェクトにおいては、現時点でそ
れぞれの領域の文化資源のアーカイブに取り組んで
いる若手研究者を中心として、それぞれの資料体の
有している意味や意義について、それ自体が内包す
る芸術性、作品性あるいは特性、固有性、目的性に
限定されない観点から評価、利用される可能性を「ア

ソビ」として捉え、実証的な研究を行った。

［研究成果］

　＜映像制作資源＞
　本年度はアソビⅠの観点から以下の活動を行った。
　研究の背景は、京都太秦地域の撮影所の全盛期を
支えたスタッフの他界が相次いでいることや、制作
作品数の減少もあいまって、日本映画の誕生から
100 年以上をかけて醸成してきた文化の継承が困難
な状況となってきている点にある。このような状況
の本質的な解決策のひとつとして、京都の撮影所に
おける「実践知」継承を提示し、その手がかりとし
ての文化情報資源の価値について記述することを本
研究の目的とする。
　研究の方法としては、映像制作に実際に用いられ
た、メモ等の残る脚本（以下、書き込み脚本）を対
象に質的内容分析を行った。「複製物としての脚本」
のことを脚本と呼ぶことが一般的であるが、それと
の区別のため本研究では、所有者による書き込みが
あるものを一点物として認識し、「書き込み脚本」と
定義する。また今回は、撮影現場で最も脚本に書き
込みを行う役職と考えられるスクリプターの「書き
込み脚本」に着目し分析を行った。
　「書き込み脚本」の質的内容分析を行った結果、限
られた時間の中で効率よく役割を遂行するための工
夫、「画」のつながりに関する具体的なマネジメント
事例、現場からポストプロダクションへの伝達事例
などが記述されていることが明らかになった。「書き
込み脚本」は、人々が撮影現場で行ったやりとり、
工夫などが記される「協調的実践の表象」とも言う
べき資料であることがこの分析から導出された。
　今後の展望としては、制作者が実際の制作に用い
た資料を収集、アーカイブしそこから得られる情報
についての調査を進めることにより、映画研究はも
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 vol.23 とより映像制作現場への還元にも期待ができる。

　＜地域映像＞
　本年度はアソビⅡの観点から以下の活動を行った。
　地域映像は、自治体や住民らによって製作された
ものであり、地域における伝統文化や独自の文化資
源を対象としたものが多く、これらのデジタルアー
カイブを構築することで、地域における文化の保存、
継承、発展などに活用できるものと考えられる。そ
こで、本プロジェクトは、地域映像に記録された目
的的な映像以外の観点から、そこに同時に閉じ込め
られた文化資源的要素を、様々な検索目的やルート
から参照できるような地域映像アーカイブにおける
メタデータモデルの生成を目指したものである。
　研究の対象としたのは、京都市が製作した「京都
ニュース」のデジタルアーカイブであり、その構築
に際して「彩の国デジタルアーカイブ」（埼玉県）な
どの地域映像に関するデジタルアーカイブのメタ
データについて調査するとともに、映像の内容を詳
細に把握して文字化することで、独自のメタデータ
モデルを生成した。
　このメタデータモデルは、「映像素材の概要」「映
像の内容」「データ等の管理状況」の視点で整理した。
その中で、特に本プロジェクトと関連する部分は、
映像の内容に関するメタデータとして、映像に含ま
れる文字情報やナレーション情報を文字起こしし、
それらを全文検索可能な項目としているところにあ
る。その結果、タイトル等に含まれていない情報（地
名、人名、イベント名、季節、衣装など）を検索す
ることが可能となった。これは、一定程度本プロジェ
クトにおける当初の目的を達し得る成果と考えるが、
文字起こしの精度が不十分な部分が存在するなどの
課題も存在している。また、現時点において当該デ
ジタルアーカイブの運用が始まっていないため、運
用上の課題等について整理できていないことは今後
の課題といえるため、今後の研究において取り組ん
でいきたい。

　＜ビデオゲーム＞
　本年度はアソビⅠの観点から以下の活動を行った。
　研究背景として、ビデオゲームの関連資料とは、
ゲーム作品以外の膨大な出版物、販促資料などを指
し、ビデオゲームを受容したユーザー側の研究資料

として活用が期待されているものである。一方で、
関連資料の網羅的な所在調査や研究はまだ十分に行
われていない。そこで、小学館の学年誌における
1975 年～ 1987 年のゲームの記事を扱い、＜アソビ
I ＞に関わる研究として、子ども向け雑誌をゲームメ
ディアとして捉えるために目次データベースを作成
し、その活用性について検証した。学年誌は 1922
年に小学館の創立と共に創刊され、各学年別に発行
された男女向けの月刊誌である。学習雑誌でありな
がら、漫画、アニメ、芸能人やスポーツ選手などの
娯楽記事を含む子ども向け総合誌という特徴がある。
　研究方法として、学年誌は国立国会図書館デジタ
ルコレクションに収蔵されているため、記事タイト
ルなどの基本的な書誌情報のデータはそこから取得
した。その後、学年誌を一冊ずつ見てビデオゲーム
の記事を取得し、記事のページ数のカウントと、パ
ソコンゲーム、家庭用ゲームといったゲームハード
ごとと、記事内容ごとに分類を作成した。現在のと
ころはMicrosoft Excelにて各学年ごとにタブを分け、
簡易的なデータベースを作成するところまで進めた。
ゲームハードは色ごとに、記事内容分類はキーワー
ドごとにフィルターをかけて検索することが可能で
ある。
　データベースの活用例としては、記事ページ数の
カウントから、時期ごとのゲームの記事の量につい
て、ゲームハードと記事内容ごとにグラフを作成可
能である。試験的に一年生と六年生でグラフを作成
してみると、ファミコンの初出に 2 年近く差があり、
さらに、専門誌が創刊される以前には、六年生には
それまでにパソコンゲームの記事の掲載が多かった
ことなど、研究資料が少ない時期にも記事があるこ
とがわかった。このようにグラフでゲームの注目度
が可視化されることで、大枠を掴むことができ、家
庭用ゲームとパソコンゲームといった関係性の考察
のための糸口を得られることが期待できる。
　今後の展望として、そもそも学年誌自体を研究資
料とした研究がほぼ存在しない。学年誌は戦前から
創刊され、一貫して子ども向けのコンテンツを定点
的に提供している点で、子ども文化を辿るのに非常
に興味深い研究資料だといえる。今回対象としたゲー
ムは長い学年誌の歴史の中での一点であり、戦前戦
後の江戸時代から継承されているようにも思える戦
国武将や時代物のヒーローの世界から、テレビが普
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キャラクターが増加していく様をみることもできる。
他分野の研究者と共にメディアを横断した研究資料
としての活用が大いに期待できる。

　＜シリアスゲーム＞
　本年度はアソビⅠの観点から以下の活動を行った。
　日本では以前からデジタルゲームを通じた「学び」
という観点からシリアスゲームなどを活用する試み
がなされていた。近年、VR や AR、Metaverse 等の
新しいテクノロジーを用いたゲームが増加し、教育
ツールのみならず、学習障害を支援する DTx（デジ
タルセラピューティクス）としてもシリアスゲーム
の新たな可能性が広がっている。他方、シリアスゲー
ムの開発および活用への関心は高まっているものの、

「アソビ」と「学び」という観点からシリアスゲーム

の活用について検討する研究は欠如している問題が
挙げられる。そこで本研究では両者の観点を踏まえ
て、日本におけるシリアスゲームはどういったもの
があり、どのように活用されているのかを把握する
ための調査を実施した。具体的な内容は以下である。
まず、「みんなの SG ポータル」や「Family Gaming 
Database」等の関連サイトを中心にデータを取得し
た。「日本」、「シリアスゲーム」、「遊びながら学習」
をメインキーワードとし、収集データは活用分野・
内容を中心にリスト化した。そのリストに基づき、
シリアスゲームの開発者（2 人）及びシリアスゲー
ム活用に開発的に関わっている教育現場の関係者（2
人）への聞き取り調査も行った。今後の課題として、
量的データの更新及びシリアスゲーム活用の実践に
関わる諸問題等について多面的に検討していくこと
が考えられる。

［業績一覧 （著書 ・ 論文 ・ 学会発表 ・ その他）］

〈発表〉
毛利仁美「ビデオゲームの社会的受容の分析に資する資料研究：小学館の学年別学習雑誌におけるゲーム関連記事

に着目して」日本デジタルゲーム学会第 12 回年次大会（オンライン開催）2022 年 2 月 12 日 .
辻俊成「映像制作における記録の役割に関する研究」第 11 回知識・芸術・文化情報学研究会（オンライン開催）

2022 年 2 月 12 日 .
宮田悠史「デジタルアーカイブを活用した地域経済振興の現状と展望」第 6 回研究大会（デジタルアーカイブ学会）
（オンライン開催）2021 年 4 月 23 日 .

宮田悠史「自治体映像資料に関するデジタルアーカイブ構築の実践 ～「京都ニュース」のデジタルアーカイブ構
築を事例に」第 11 回知識・芸術・文化情報学研究会（オンライン開催）2022 年 2 月 12 日 .

〈展示・図録〉
毛利仁美「雑誌・攻略本・同人誌　ゲームの本」北海道小樽市 市立小樽文学館 2022 年 3 月 5 日～ 4 月 24 日 .（一

部の展示と図録の執筆を毛利が担当）
〈学術雑誌等又は商業誌における解説、総説〉
シン・ジュヒョン「보는게임 사람들은 이제 게임을 본다」、Game Generation、韓国ゲーム文化財団、Vol.3、2021

年 .【ウェブ掲載】（韓国語）
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 vol.23 文部科学省　国際共同利用 ・ 共同研究拠点

立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
A. 国際テーマ設定型　①

北米日本美術品のデジタル ・ アーカイブによる

WEB 版総合目録構築とその活用

研究代表者 ： Monika Bincsik （Metropolitan Museum, Associate Curator）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

Janice Katz（Art Institute of Chicago, Associate 
Curator）
Hans Bjame Thomsen（Professor and Chair, Section 
for East Asian Art, University of Zurich）
Toshie Marra（カリフォルニア大学バークレー校東
アジア図書館　日本担当司書）
Julia White（Curator of Berkeley Art Museum and 
Pacific Film Archive）
John Carpenter（メトロポリタン美術館　日本部門
主任学芸員）
赤間亮（立命館大学文学部　教授）
李増先（立命館大学衣笠研究機構　助教）
常木佳奈（立命館大学文学研究科　D5）
戸塚史織（立命館大学文学研究科　M2）

［研究課題の概要］

　本研究は、北アメリカの博物館や個人コレクター
が所有する日本美術品を、ARC のデジタル・アーカ
イブ技術を借りてデジタル化を進め、1 館毎の博物
館の壁を越えた総合的な日本美術品カタログを共同
作業によって WEB 上に構築するものである。このプ
ロジェクトでは、従来の冊子目録のレベルを脱して、
画像情報あるいは 3 次元モデルを作成して ARC のリ
ソースデータベース群に搭載し、各機関の収蔵品の
比較検討を可能とし、メンバーが相互にオンライン
上で情報交換できる環境構築する。そして、一般公
開作品をさらに拡大し、Japan Search 等のプラット
フォームへの登載に繋げ情報流通を加速化する。
　なお、これまでヨーロッパと北米の両地域を対象

としていたが、コロナ禍の現状を鑑み、今年度、本
プロジェクトでは、対象を北米に絞って活動する。

［研究成果の概要］

　ARC のデータベース群が持つ研究者向けに開発さ
れた様々な機能を駆使し、効率よくメタデータを作
成、解説・翻刻などの専門性を要求される情報を、
メンバーによって蓄積している。
　ユーロピアーナや、Google Art and Culture、ある
いは、日本の文化遺産オンラインのような一般閲覧
者を利用者として想定するのではなく、学芸員や研
究者の専門的な知見が蓄積され、研究論文のための
情報源、学芸員の日常の展覧会の設計・内容の充実
化が図られ、そうした段階を経て、一般ユーザーに
作品の理解をよりいっそう促す、新たな知見による
解説・企画を届けるようにするための情報基盤構築
活動である。
　知識や意見の交換、アノテーション付与、解読支
援機能など高度な情報蓄積・コミュニケーション機
能を提案しており、ARC データベース群のシステム
開発にも貢献した。2021 年度は、ARC のデータベー
ス群を「ARC リサーチスペース」として、ワンラン
ク上の総合システム化を提案し、レファレンスデー
タベースの充実にも努めた。
　今年度もコロナ禍によって、立命館若手研究者に
よる海外アーカイブは、実現を見なかったが、本プ
ロジェクトが、共同研究拠点のプロジェクトとして
継続してきたなかで蓄積してきたデータ、とりわけ
リソースデータベースのメタデータ充実に務めた。
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立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
A. 国際テーマ設定型　②

Digitisation of the British Museum’s 

Japanese painting collection: focusing on 

late Edo period Kyoto-Osaka painted works

Research leader ： Akiko Yano （Mitsubishi Corporation Curator

（Japanese Collections）, British Museum/ Dr.）

［Co-researcher］

Rosina Buckland （Curator（Japanese Collections）, 
British Museum/ Dr.）
Alfred Haft（JTI Curator（Japanese Collections）, 
British Museum/ Dr.）
Ryo Akama（Professor, Ritsumeikan University）
Ryoko Matsuba（Lecturer in Digital Japanese Arts 
and Humanities, Sainsbury Institute for the Study of 
Japanese Arts and Cultures/ Dr.）

［Overview of the Research Project］

Building on the continuing research partnership 
between the Art Research Center（ARC）and the 
British Museum（BM）in the past fifteen years, we 
conducted a digitisation project, aiming 1）to 
facilitate the public’s digital access to the British 
Museum’s Japanese collection images and 2）to 
support the ongoing international research project 
begun in February 2022 ‘Creative Collaborations: 
Salons and Networks in Kyoto and Osaka 1780-1880’, 
led by the Principal Investigators Akama and Yano. 
The focus of the digitisaion was on the painted 
works in the BM collection by the Maruyama-Shijo 
artists in Edo-period Kyoto and Osaka.

The initial plan was to invite two staff members 
from the ARC to the BM to digitise 100 hanging 
scrolls and 80 albums. However, the Covid-19 
restrictions in the UK hindered their visit. An 
alternative plan was promptly proposed and 

facilitated by Matsuba by employing graduate 
students in Japanese studies at the University of East 
Anglia and SOAS University of London. To accommodate 
graduate students’ level of digitisation skills and 
experience, the hanging scrolls were replaced by 
handscrolls while albums remained as planned.

［Overview of the Research Results］

The  d ig i t i sa t ion  has  been  success fu l l y 
conducted despite the various difficulties posed by 
the Covid-19 restrictions. The fact that the ARC, BM 
and Sainsbury Institute for the Study of Japanese 
Arts and Cultures（SISJAC）amongst themselves 
maintain long-term research partnerships has made 
it possible for us to make changes necessitated by 
the pandemic swiftly and flexibly. The ARC and 
SISJAC are in partnership in training graduate 
students in the UK in digitisation. The BM and ARC 
are in digitisation partnership. The BM and SISJAC 
collaborate as two of the major UK centres of 
Japanese studies.

For 15 days over 6 weeks in January and February 
2022, at the British Museum, the photography of in 
total 24 titles of handscrolls（29 items）and 91 titles 
of albums（107 items）was completed as expected. 
The image data have been processed at the ARC, 
and the digital images are due to be delivered to the 
BM, which will then be uploaded onto the Museum’s 
internal database. Subsequently, the images will be 
shown on the Collection Online for public use as well 
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As a result of the plan change, this project was 
able to serve as an educational opportunity for the 
graduate students in Japanese cultural studies in the 

UK. The students, supervised by Matsuba, worked 
hard. They appeared to appreciate having a hands-
on experience with museum objects, putting in 
practice what they have learnt in training.
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立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
A. 国際テーマ設定型　③

Digital Database and Visualization of 

Borobudur Maritime Landscape and Japan-

Indonesia Maritime Connection

Research leader ： Fadjar Ibnu Thufail

（National Research and Innovation Agency）

［Co-researcher］

Satoshi Tanaka（Professor, Ritsumeikan University）
Keiko Suzuki（Professor, Ritsumeikan University）
Liang Li（Associate Professor, Ritsumeikan University）
Kyoko Hasegawa（Lecturer, Ritsumeikan University）
Jiao Pan（Graduate Student, Ritsumeikan University）
Upik Sarjiati（Researcher, Indonesian Institute of 
Sciences）
Firman Budianto（Young Researcher, Indonesian 
Institute of Sciences）
Sugeng Riyanto（Director, Yogyakarta Archaeology 
Office）
Brahmantara（Researcher, Borobudur Conservation 
Office）

［Overview of the Research Project］

This proposed project is part of a broader and 
long-term initiative of the ARC-LIPI（now BRIN）
collaboration to create digital  archives and 
visualization of the ancient Japan-Indonesia 
transoceanic relation. We will use digital recording 
technology to create chronological databases and 
layered visualizations of sites,  artefacts,  and 
documents to trace the history of  marit ime 
connections between sites in Indonesia and Japan in 
the 9th-17th century AD. In this FY 2021 we will 
make high-quality and transparent 3D digital 
reconstructions of ancient maritime transportation 
artifacts found in Central Java and Sumatra. We will 
also begin to collect information, digitize, and create 

archival database of Japan-Indonesia maritime 
expeditions in the 9th-17th AD. This project extends 
the ARC-LIPI project collaboration on digitizing 
Borobudur, and in the FY 2021 we will focus in more 
detail at visualizing relief elements related to 
maritime transportations and ecologies. We expect 
the visualization and the archival database provides 
scientific information to understand the historical 
maritime connection between Japan and Indonesia 
as part of the UNESCO’s Cultural Routes.

［Overview of the Research Results］

The implementation of fieldwork activity of the 
project in 2021-2022 has been affected by two major 
factors:

1）Materials unavailable to be scanned. When 
excavation of the boat completed, the boat was 
dismantled to be transported to a small museum. 
Howeve r ,  t he  p ro se s  o f  d i sman t l i ng  and 
transportation were very sloppy, resulted in many 
important parts of the boat missing or destroyed. 
The ropes, that was going to be the major target of 
scanning and transparent visualization, were 
missing, and also some central planks.
2）The Covid situation in Indonesia in 2021-2022 
had increased significantly. Fieldwork travel has 
become a risky activity. Many intercity travels were 
suspended and the Indonesian government issued a 
regulation to ban out of town business for all 
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The above factors have made fieldwork research 
and photogrammetry recording are impossible to 
carry out. Therefore the major research activities in 
2022 have been a series of webinar to discuss the 
maritime connection between Japan and Indonesia. 
The webinars are:

1）“Japanese Fishing Activities in the Collective 
Memories of Sangihe and Talaud Fishermen”

Alex Ulaen
Maritime and Indigenous Research Center, Manado

This talk explores collective memories of 
Japanese fishing techniques in Sangihe and Talaud. 
The Japanese techniques of catching fish with funai 
and muroami and processing katsuobushi existed in 
North Sulawesi since 1927 but no longer practiced 
by local fishermen. This talk will show how the 
memories of the fishing techniques can help us learn 
the historical relationship and cultural exchange 
between Japanese and North Sulawesi fishing 
traditions.

2）“Indonesia in Ceramics Trade in Asia”

Takashi Sakai
National Taiwan University

Indonesian had been an important connecting 
region in the ceramic trade across Asia. The webinar 
discusses three trading networks: 1）Dhow ship 
trade（9-10 AD）that brought Changsa ceramic; 2）

Cham and Gujarati networks（15 AD）that brought 
Vietnamese ceramic; and 3）Taiwanese Zheng trade

（17）that brought Hizen and Anping ceramics.

3）“Punjulharjo Boat: Indonesian and Southeast 
Asian Traditional Boat Building”

Agni Mochtar
National Research and Innovation Agency

This talk discusses the history, technological 
aspect, and future development of Punjulharjo boat, 
a seventh century C.E. wooden vessel found on the 
north coast of Rembang, Central Java, Indonesia. This 
boat represents the lashed-lug tradition, one of the 
traditional boat buildings in Southeast Asia. This type 
of watercraft was used for maritime activities in the 
Southeast Asian waters and beyond, making it an 
important part of the regional maritime network.

4）“From Okinawan People’s Tombs in Bitung to 
Indonesian Community in Oarai”

Makoto Ito
Emeritus Professor, Tokyo Metropolitan University

A few Japanese people’s tombs have been 
found in Bitung（North Sulawesi）. This webinar 
chronicles the arrival of Okinawans who came and 
settled in Bitung. The relationship between North 
Sulawesi and Okinawa was severed during the World 
War II, and currently the relationship has re-emerged 
in the form of kenshusei. This webinar also discusses 
the life of Minahasan people in Oarai. 
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立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
B. 国際個別テーマ型　①

Using Digital Archives to Create a 

Research Network of Japanese Cultural 

Resources in the UK and Utilising Digital 

Resources for Japanese Studies

Research leader ： Ryoko Matsuba （Lecturer in Digital Japanese Arts 

and Humanities, Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts 

and Cultures （SISJAC））

［Co-researcher］

Ryo Akama（Professor, Ritsumeikan University）
Simon Kaner（Executive Director, SISJAC）
Toshio Watanabe（Professor, SISJAC）
Andrew Hutcheson（Research Fellow, SISJAC）
Christopher Hayes（Academic associate, SISJAC）
Naomi Hughes-White（Research associate）

［Overview of the Research Project］

This research project has been undertaken 
jointly by the Sainsbury Institute for the Study of 
Japanese Arts and Cultures（SISJAC）and the Art 
Research Center, Ritsumeikan University（ARC）. It is 
creating a pilot project centred on the construction 
of a portal site for an online open access database 
that will make accessible research materials in UK 
collections. In parallel, the project seeks to enhance 
research networking among curators in UK museums 
with Japanese collections.

SISJAC and the University of East Anglia（UEA）
have established a new MA programme started in 
September 2020. The development of an online 
catalogue will provide opportunities for our students 
to be involved in the creation of a cutting-edge 
resource and help to foster relationships with 
leading museum collections in UK, providing a state-

of-the-art resource for research and teaching. This 
should  lead  us  to  a  r i cher ,  more  power fu l 
understanding of the emergence of Japanese arts 
and cultures.

［Overview of the Research Results］

An essential part of this project is engagement 
with young researchers, who are taking part in the 
digitisation and cataloguing processes along with 
more experienced scholars. This arrangement 
provides those young researchers with first-hand 
experience in handling original artworks. The project 
conducted a research assistantship programme in 
joint collaboration with the Brit ish Museum

（conducted by Yano Akiko）from January to 
February 2022 for 6 weeks in total at the British 
Museum and the Victoria & Albert Museum. We are 
hoping to continue this programme in future years, 
based on the great positive feedback we received 
from the candidates this year.

The  pro ject  a l so  cont inued to  work  on 
developing our own collection database. Three 
selected assistants from the University of East Anglia 
and Norwich Cast le  Museum helped to add 
metadata for a SISJAC archival database and the 
auction catalogue database.

193



ART RESEARCH
 vol.23 文部科学省　国際共同利用 ・ 共同研究拠点

立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
B. 国際個別テーマ型　②

上方文化サロンと美術　1750-1900　

―上方摺物と絵画のデジタル化

研究代表者 ： Andrew Gerstle

（Emeritus Professor, SOAS University of London）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

Akiko Yano（British Museum Curator/ Dr.）
Timothy Clark（British Museum Curator Emeritus）
Ryo Akama（Professor, Ritsumeikan University）
Nobuo Nakatani（Emeritus Professor, Kansai 
University）

［研究課題の概要］

　大英博物館、関西大学、個人所蔵のすり物、絵入
り本、絵画を中心に、19 世紀上方視覚芸術の共同制
作（合作）を検証することを目的とする。美術・文
学研究の方法論とデジタル人文科学の技術を組み合
わせ、19 世紀社会における芸術の役割を分析するこ
と、研究に利用できる上方美術作品と作家・制作者
名の持続可能なオープンデータベースを構築するこ
と、京都とロンドンで展覧会を開催し、重要な出版
物を作成することである。
　今年度は、ポール・ベリー氏の膨大な上方絵画コ
レクションを出来る限りデジタル化し、ARC データ
ベースへのメタデータ入力を行う。ポール・ベリー

コレクションは、昨年の調査で、3500 点を超えるこ
とがわかっており、継続的な基礎調査が必要であり、
本研究ではその蓄積に努める。なお、本プロジェク
トを足掛りとして、大規模な研究資金を獲得し、上
記目標を実現したい。

［研究成果の概要］

　Covid 19 のパンデミックにより、日英双方への渡
航が不可能であった。そのため、会議やセミナーは
オンラインで実施した。したがって、申請した 2021
年度予算は、すべてポール・ベリー絵画コレクショ
ンの撮影とデータ入力に活用した。
　残りの 2000 点以上の絵画のデジタル化が残った
が、本研究を足掛りとして、UK-JP 国際交流研究の
研究費が獲得でき、11 月から当該コレクションのデ
ジタル化を継続、3500 点の作品のデジタル化を完了
した。また、一部の絵師情報についても入力ができ
ており、本プロジェクトの重要な研究リソースとし
て活用が可能となった。
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B. 国際個別テーマ型　③

Tracing the Reception of Japanese Art in the 

West: Case Study of Freiburg im Breisgau

Research leader ： Hans Bjarne Thomsen

（Professor and Chair, University of Zurich）

［Co-researche］

Ryo Akama（Professor, Ritsumeikan University）
Jenny Reichert（student, University of Zurich）
Matilde E. Tettamanti（graduated student, University 
of Zurich）
Sara Gianera（graduate student, University of 
Zurich）

［Overview of the Research Project］

Ernst Grosse（1862-1927）was one of the 
earliest Westerners to take up the study of East Asian 
art as a research topic. He was judged by his 
contemporaries as being challenged only by 
Fenollosa as the first westerner to penetrate deeply 
into the art of East Asia. His traces can be seen in 
various collections across Europe, including Berlin, 
Freiburg, and Ascona. In addition, other Freiburg 
travelers, such as Hugo Ficke（1840-1912）, gathered 
major collections of East Asian art, that became 
some of the earliest holdings of the Ethnographic 
Museum of Freiburg.

This ARC research project will digitalize these 
objects and construct a data base. The many 
Japanese woodblock prints Grosse left behind, will, 
for example, make connections to the ARC family of 

data bases. In addition, the objects will shed light on 
the reception of Japanese art at this pioneering 
stage of Japanese art research in western academia.

［Overview of the Research Results］

The  p ro jec t  success fu l l y  ga thered  the 
information collected in surveys on the collection. 
Due to Covid restrictions, we were not able to enter 
the warehouse which stores the objects of the 
museum, however, we were able to use the detailed 
information hat was gathered during university 
surveys prior to the pandemic. With the help of the 
three university assistants, we could gather the 
information, put it into standardized format and 
connect the descriptions with the images taken 
during the earlier survey. This package of information 
was then sent to the ARC in March 2022, for the ARC 
specialist who, according to the plan, would place 
the information to the previously prepared database. 
The Freiburg museum also provided support and 
promised to supply quality images of the objects at a 
later point. The plan would then be to replace the 
present images in the database with the supplied 
images.
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B. 国際個別テーマ型　④

Expanding the Study of Japanese Photography 

and Gender: Modules for Teaching and Public 

Access

Research leader ： Kelly McCormick （University of British Columbia）

［Co-researcher］

Carrie Cushman（Hartford School of Art）
Handa Yuri

［Overview of the Research Project］

“Behind the Camera: Gender, Power, and Politics 
in the History of Japanese Photography,” is an open-
source digital humanities platform and pedagogical 
tool that creates new critical directions on the history 
of photography, feminist art history, and the history 
of modern Japan. This project creates a digital 
humanities website featuring Open Education 
Resource（OER）videos by international experts 
each accompanied by a digitized archive of related 
photographs, an annotated bibliography（all in 
English and Japanese）, translated essays and articles, 
and an interactive timeline that tracks women 
photographer’s activities in relation to Japanese 
history and the global history of photography. In 
addition to appearing on the website, all OER videos 
are hosted on the Behind the Camera YouTube 
Channel. The website will go live in May 2022.

［Overview of the Research Results］

With the support of Ritsumeikan ARC Carrie 
Cushman and I have created an initial team of 
contributors made up of a diverse group of scholars, 
curators, graduate and undergraduate researchers 
from Japan, North America, and the United Kingdom. 
Contributors come from a range of disciplines including 
history, art history, Asian Studies, and curatorial and 
lens-based practices. This interdisciplinary team seeks 
to make new scholarly perspectives and archival 
materials available across linguistic boundaries and 
provide new ways for students and the public to 
engage with digitized and translated primary source 
materials, artist interviews and scholarly perspectives. 
In 2021 the team produced 8 lecture videos and 
accompanying content and in 2022 we will produce 
10 more in addition to connecting with institutional 
partners such as the San Francisco Museum of Fine 
Art.  Ritsumeikan ARC funding supported the 
production of Handa Yuri ’s  interview of the 
photographer Nagashima Yurie in addition to 
archival research conducted in Tokyo on Japanese 
women photographers.
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C. 個別テーマ型　①

Development of contents processing 

methods for archiving “how to create” and 

“how to enjoy” towards comics and animes

Research leader ： Ryosuke Yamanishi

（Associate Professor at Faculty of Informatics, Kansai University）

［Co-researcher］

Susumu Nakata（Professor at Department of 
Information and Science, Ritsumeikan University）
Mitsunori Matsushita（Professor at Faculty of 
Informatics, Kansai University）
Yoko Nishihara（Professor at Department of 
Information and Science, Ritsumeikan University）
Yoshihisa Fujita（Assistant Professor at Department 
of Information and Science, Ritsumeikan University）
Lieu-Hen Chen（Associate Professor at National Chi 
Nan University）
Wei-Ta Chu（Professor at National Cheng Kung 
University）
Takeshi Sakaki（R&D manager at Hottolink, Inc.）
Hiroichiro Ishiwata（Auditor at Hottolink, Inc.）
Takahiro Ozawa（Comic artist）

［Overview of the Research Project］

This project aims to archive comics（i.e., mangas）
and anime, known as one of the most famous and 
popular Japanese cultures and industries, as digital 
data. The target is not only materials themself but also 
creators' skills, unwritten knowledge, and experience 
to enjoy those entertainments.

To tackle this, we gather some computational 
approaches from different research fields. We 
develop fundamental techniques for archiving 
storyline, drawing skills, and interface for retrieving 
such contents. The storyline is the essential point of 

comics and animes, and it is crucial to model the 
dynamics of the story and characters act in the story 
to represent the story in a particular form. Drawing is 
now shifting from handwriting to 3D form in creating 
animes. However, the attractiveness of handwriting 
drawing is still unrevealed, and the skills would be 
disappeared without any mathematical modeling 
shortly. We mathematically model the handwriting 
drawing and try to figure out the attractiveness of 
Japanese legacy animes. After archiving the 
contents, we must need the interface to retrieve 
them. We focus on the contents and how to enjoy 
them to develop the interface for the retrieval 
systems.

This research project is content-oriented for 
comics and animes. Every single subtask has a 
specific design for comics and animes.

［Overview of the Research Results］

We developed several methods designed for 
each target of archives: storyline（Fig.1）and 
drawing skills（Fig. 2.）Also, we developed an 
interface for retrieving stories to avoid encountering 
spoilers.

We  p resented  the  re su l t s  a t  domes t i c 
symposiums in Japan. Furthermore, some selected 
results were presented in reviewed international 
conferences and published as a reviewed journal 
paper. We have achieved one reviewed journal 
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papers, and five domestic symposium papers.

Fig. 1 The storyline and active characters at the 
point of the story.

Fig. 2 A method to feature the CG lines 
with handwriting fluctuational features.
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C. 個別テーマ型　②

徳島城博物館所蔵甲冑コレクションの

3D データベースの構築

研究代表者 ： 塚本章宏 （徳島大学総合科学部　准教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

根津寿夫（徳島市立徳島城博物館　館長）
岡本佑弥（徳島市立徳島城博物館　学芸員）
林春名（徳島市立徳島城博物館　学芸員）
田中覚（立命館大学情報理工学部　教授）
長谷川恭子（立命館大学情報理工学部　助教）

［研究課題の概要］

　本研究課題は、徳島市立徳島城博物館が所蔵する近
世から近代にかけて製作された甲冑について、近年注
目を集める Photogrammetry（Structure from Motion 

（以下；SfM））の技術を応用し、3 次元的にデジタル
アーカイブし、その成果を公開することである。こ
れまで、甲冑はガラスケース内での展示やカタログ
用の写真撮影といった一定方向の視点からのみしか
見ることができなかった。しかし、甲冑は数十の武
具から構成されており、その各部位一点一点、さら
には裏側に質の高い丁寧な表装が施されているもの
も多い。こうした魅力の発信を模索したところ、SfM
を活用したデジタルアーカイブを取り入れることを
着想した。このプロジェクトが達成されることによ
り、PC の画面やモバイル端末を通して、多様な視点
から甲冑を閲覧できる 3D モデルデータを作成して
閲覧できるようになる。本研究課題では、徳島市立
徳島城博物館が所蔵する「紫糸威大鎧」（徳島県指定
有形文化財）をはじめとした甲冑群の 3 次元計測、

モデル化、 そして閲覧システムを構築し、 一般に公開

することまでを目標とする。将来的には、代々の蜂
須賀家藩主が身に着けたとされる甲冑の実物展示を
見ながら、モバイル端末で 3D モデルを見るといっ

た博物館展示の新しい取り組みとしても期待される。

［研究成果の概要］

　2021 年度は、徳島城博物館が所蔵する甲冑である
「浅葱糸素懸威胴丸具足　三十二間鉄矧兜付」と「革
包丸龍文二枚胴具足　烏帽子形兜付」の 3D モデル
作成を以下の手順で進めた。また、徳島城博物館の
冬の企画展において、これまでの成果の一部を公開
する機会を得た。
①　デジタルカメラでの撮影（動画・静止画）
　  10 月 5・6 日の 2 日間で、徳島城博物館の多目的

スペースを利用して撮影を実施した。甲冑が組み
あがっていく様子を 10 ～ 15 の過程に分け、段階
ごとにあらゆる角度からカメラを細かく動かしな
がら撮影を行った。1 つの過程に対して 200 ～
300 枚程度の写真が撮影される。

②　3 次元モデルの作成
　  撮影した画像データを外付けハードディスクに保

存して持ち帰り、SfM ソフトウェアを利用して点
群データ生成の演算を行った。また補助的に 4K 動
画も利用してデータの補間をする。

③　PC/ モバイル端末での閲覧
　  点群化したデータをもとに可視化を行い、各部位

の閲覧用データを作成した。
④　成果公開
　  博物館の企画展示・講演会において、可視化され

た甲冑データを一般に公開する機会を得た。また、
博物館 HP でも、一部ではあるが、動画を掲載し
ている。また、特徴点の抽出・可視化に関する論
文の執筆も進めた。
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C. 個別テーマ型　③
F. 特例型 （研究期間変更課題） ⑤

京都を起点とした染色技術及びデザインの

グローバルな展開に関する研究

Research of Kyoto-based Global Development 

of Printing Techniques and Designs

研究代表者 ： 上田文 （関西学院大学　非常勤講師、 同志社女子大学　非常勤講師）

Aya Ueda （Part-time lecturer, Kwansei Gakuin University; 

and Part-time lecturer, Doshisha Women’s College of 

Liberal Arts）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

並木誠士（京都工芸繊維大学美術工芸資料館　館長）
Seishi Namiki（Director, Museum & Archives, Kyoto 
Institute of Technology）
青木美保子（京都女子大学　教授）
Mihoko Aoki（Professor, Kyoto Women’s University）
鈴木桂子（立命館大学衣笠総合研究機構　教授）
Keiko Suzuki（Professor, Ritsumeikan University）
杉浦未樹（法政大学　教授）
Miki Sugiura（Professor, Hosei University）
山本真紗子（日本学術振興会特別研究員（RPD）、立
命館大学　授業担当講師）
Masako Yamamoto（Assistant Lecturer, Ritsumeikan 
University）
加茂瑞穂（立命館大学アート・リサーチセンター　
学芸員）
Mizuho Kamo（Curator, Art Research Center, 
Ritsumeikan University）

［研究課題の概要］

　本研究課題では、近代京都を起点として染色産業
がどのように国内外へ展開されてきたのか、あるい
は影響を受けてきたのかを染色技術やデザインを通
じて明らかにする。そのために、学術資料として俎
上に上がっていない近代染織史に関連する資料の整
理・蓄積を進め、伝統的地場産業と位置付けられて

きた京都の染織が実はグローバルな展開―近代以降
の西洋技術・デザインの導入だけではなく、戦前か
ら始まるアジア・アフリカへの製品輸出・海外事業
展開も含む―をしてきたことを明らかにする。また、
研究対象となる染色資料を整理してデータベース構
築を進め、近代染織史研究者が研究利用し易いデー
タベースのあり方について工夫・検討する。更に、
当該データベースを活用して染織資料の情報を一元
化することを目指す。染色産業の国内外への展開に
ついては、特にアフリカンプリント、バティック、ヨー
ロッパでの機械捺染等の基礎調査とデジタル化を進
める。

The aim of this research project is to clarify how 
Japanese printing industry expanded domestically 
and globally with Kyoto as the starting point and to 
illuminate the interactions therein through the 
investigations and analysis of printing techniques 
and design. For this purpose, we collect and archive 
materials related to the history of modern dyeing 
and weaving which have not been discussed in 
academic literature. In addition, we emphasize the 
global trajectories of dyeing and weaving industry of 
Kyoto and challenge the positioning that they 
remained traditional and regional. Our scope covers 
not only the introduction of Western techniques and 
designs in the modern era but also the pre-war 
export of products to Asia and Africa, as well as direct 
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construct a database that allows printed fabrics to be 
utilized as research materials, we will conduct 
interviews and organize group meetings in which 
we will discuss and examine how to make useful and 
effective database for the researchers and historians 
of modern dyeing and weaving. Our final goal is to 
connect and consolidate information concerning 
dyed and woven materials by utilizing this database. 
Further investigations and digitization will be carried 
out to clarify the domestic as well  as global 
development of the printing industry by specifically 
focusing on African prints, batiks, and machine-
printing in Europe.

［研究成果の概要］

1，展覧会の開催
　昨年度に開催予定であった展覧会「キモノからイ
ンテリアへ―住空間を彩った機械捺染」の開催（6
月 21 日～ 7 月 10 日、於京都工芸繊維大学美術工芸
資料館）、および展覧会図録の作成
2，資料調査
　アレワ紡績株式会社で 1960 年代から 1980 年代に
かけて生産されたアフリカンプリントの資料調書リ
ストの確認
3，オンライン勉強会の開催
　キモノデータベース作成のための勉強会
　  ① 一般社団法人昭和きもの愛好会より松前章子氏、

岡本理趣氏（8 月 7 日）
　  ②「BFRI 研究・教育資源アーカイブの構築につい

て」、文化学園大学より近藤尚子先生、中村弥生先
生（8 月 30 日）

　  ③ MCD（民博コスチュームデータベース）プロジェ
クトについて、国立民族学博物館より高橋晴子先
生（1 月 16 日）

　  ④近世期染織品反物切本帳のアーカイブについて、
石田千尋先生（3 月 7 日）

1. Exhibition
-Exhibition “From Kimono Patterns to Interior 

Designs: Machine Printed Textiles that Colored 
Residential Spaces” was held from 21st June to 10th 
July at Museum and Archives, Kyoto Institute of 
Technology.

The research catalogue（“From Kimono Patterns 
to Interior Designs: Machine Printed Textiles that 
Colored Residential Spaces”）was published at the 
occasion.
2. Source Investigation

-The survey of fabrics produced by Arewa 
Textiles Ltd. in Nigeria, 1960s-1980s.
3. Online Study meetings for kimono database

- ① Demonstration by Akiko Matsumae and 
Rishu Okamoto, Kimono Lovers Society（General 
Incorporated Association）, Aug. 7.

-② Lecture by Profs. Hisako Kondo and Yayoi 
Nakamura,  Bunka Gakuen University,  on the 
construction of Bunka Fashion Research Institute’s 
resource archive for research and education, Aug. 30.

-③ Lecture by Dr. Haruko Takahashi on the 
Costume Database Project of National Museum of 
Ethnology, Jun. 16.

-④ Lecture by Prof. Chihiro Ishida on the textile 
sample books of Early Modern Dutch-Japanese trade, 
Mar. 7.
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C. 個別テーマ型　④

演劇上演記録データベースを活用した、

演劇資料画像検索閲覧システムの構築に関る研究

A Study on the Construction of a Theater 

Material Image Search System that Utilizes 

the Theater Performance Record Database

研究代表者 ： 武藤祥子 （公益財団法人 松竹大谷図書館　主任司書）

Sachiko Muto （Chief librarian, Shochiku Otani Library）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

赤間亮（立命館大学文学部　教授）
Ryo Akama（Professor ,  Co l lege  o f  Let ters , 
Ritsumeikan University）
井川繭子（松竹大谷図書館　司書）
Mayuko Igawa（Librarian, Shochiku Otani Library）
村島彩加（明治大学　兼任講師）
Ayaka Murashima（Part-Time lecturer, School of Arts 
and  Letters, Meiji University）
原田真澄（早稲田大学演劇博物館　助教）
Masumi Harada（Assistant professor, The Tsubouchi 
Memorial Theatre Museum, Waseda University）
武田寿恵（明治大学理工学部　兼任講師）
Toshie Takeda（Part-Time lecturer, School of Science 
and Technology, Meiji University）

［研究課題の概要］

　松竹大谷図書館は、開館以来演劇資料整理の基礎
となる演劇上演記録を作成してきた。この上演記録
は、主に明治初年から戦前までの東京の記録と、戦
後の各地の大劇場、及び東京の小劇場の記録である。
これまでの研究では、これらの記録を完全にデータ
ベースに移行し、考証を進めてデータの精度を上げ
てきた。当研究では日本演劇の研究と資料整理の基
礎となるこの上演記録データベースを基に、立命館
大学アート・リサーチセンターとの共同研究により、

所蔵資料のデジタル画像化を進め、検索閲覧システ
ムを構築し、Web 公開を進めることを課題としてい
る。

Since its opening, Shochiku Otani Library has 
created theater performance records, which are the 
basis  for  organiz ing theater  mater ia ls .  This 
performance record is mainly the record of Tokyo 
from the first year of the Meiji era to the prewar 
period, the records of major theaters in various 
places after the war, and the records of small theaters 
in Tokyo. Previous studies have completely migrated 
these records to a database and proceeded with 
proof-of-concept to improve the accuracy of the 
data. In this research, based on this performance 
record database, which is the basis for research on 
Japanese drama and organizing materials, we will 
promote digital imaging of the materials in our 
possession and build a search and browsing system 
through joint research with Art Research Center, 
Ritsumeikan University. The challenge is to promote 
the publication on the Web.

［研究成果の概要］

（1）松竹大谷図書館上演記録の考証作業
演劇の上演記録のうち、舞踊会公演記録のデータベー
ス化と考証作業を行った。今年度は 3,504 件の考証
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 vol.23 作業が終了した。これで 2015 年度より進めてきた
舞踊会の上演年表の考証作業が終了し、通算では、
15,866 件の考証作業が終了した。松竹大谷図書館上
演記録全体では、136,412 件のうち、64,441 件の考
証作業が終了した。

（2）舞踊会プログラムの所蔵目録作成
日本舞踊及び邦楽演奏会等の公演プログラムの所蔵
目録データを作成した。作業は前項（1）の考証作業
と同時並行して行い、今年度は 1,902 件の目録デー
タを作成した。これで 2015 年度より進めてきた舞
踊会プログラムの所蔵目録の考証作業が終了し、
2015 年度の作業開始より通算では、6,710 件の目録
データを作成した。

（3）「松竹大谷図書館　絵葉書・ブロマイドデータベー
ス」の構築及び考証作業
明治期より戦前にかけての歌舞伎ブロマイド約
12,000 枚について、ARC への委託研究によりデジタ
ル撮影を進め、当該研究においてデータベース構築
を行い、「松竹大谷図書館上演記録データベース」及
び、アート・リサーチセンターの各データベースを
活用した、Web データベース上での考証とメタデー
タの入力を行った。今年度は 659 件の考証作業が終
了した。

（4）「松竹大谷図書館所蔵・竹本床本検索閲覧システ
ム」の構築と公開準備
歌舞伎竹本床本の検索閲覧システムの構築と、一般
公開に向けての最終確認を進めた。

（1）Shochiku Otani Library performance record 
verification work
　　Of the theater performance records, we created 
a database of Japanese dance performance records 
and conducted verification work. This year, 3,504 
verification works have been completed. This 

completes the chronological examination of the 
dance performances that have been underway since 
2015, and a total of 15,866 examinations have been 
completed. Of the 136,412 performance records of 
Shochiku Otani Library, 64,441 have been examined.

（2）Cataloging the collection of the dance program
　　We created catalog data of performance 
programs such as Japanese dance and Japanese 
music concerts. The work was carried out in parallel 
with the verification work in（1）above, and 1,902 
catalog data were created this year. This completes 
the work of examining the inventory of the dance 
party program that has been underway since FY2015, 
and has created a total of 6,710 catalog data since the 
start of the work in FY2015.

（3）Construction and verification work of "Shochiku 
Otani Library picture postcard / bromide database"
　　About 12,000 Kabuki bromides（photographic 
portraits of Kabuki actor）from the Meiji era to the 
prewar period were digitally photographed by 
commissioned research to ARC, and a database was 
constructed in the research, "Shochiku Otani Library 
Performance Record Database" and each database of 
Art Research Center. We performed the verification 
and metadata input on the Web database using. This 
year, 659 verification works have been completed.

（4）Construction and preparation for publication of 
"Shochiku Otani Library Collection / Takemoto 
libretto（yukahon）Search and Browsing System"
　　We proceeded with the construction of a search 
and browsing system for Kabuki Takemoto libretto

（yukahon）and the final confirmation for public 
release.
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C. 個別テーマ型　⑤

全国高地性集落に関するデジタル資料化および

データベース化プロジェクト

研究代表者 ： 森岡秀人 （（公財） 古代学協会　客員研究員）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

桑原久男（天理大学　教授）
國下多美樹（龍谷大学　教授）
若林邦彦（同志社大学　教授）
伊藤淳史（京都大学　助教）
柴田昌児（愛媛大学　准教授）
田畑直彦（山口大学　助教）
寺前直人（駒澤大学　教授）
森貴教（新潟大学　助教）
山本亮（東京国立博物館　研究員）
宇佐美智之（立命館大学　特任助教）

［研究課題の概要］

　本研究課題は、日本列島弥生時代を中心とする高
地性集落に関して、膨大な資料のデジタル化ならび
にデータベース化を推進し、WEB での一般公開を目
指すものである。高地性集落については小野忠熈（本
学出身者）らによりかつて全国規模の調査・集成が
行われたが、その後の 40 年間で関連資料は著しく増
加しており、データベースの大幅な更新は重要な課
題である。また、古代集落に関する国際比較研究の
促進等も念頭におき、高地性集落に関する情報を世

界的に発信することも必要である。そこで本プロジェ
クトでは、各地の研究者の連携にもとづき資料の整
理・集成を図るとともに、デジタル化作業を進め、「全
国高地性集落データベース」として整備し、WEB で
の成果発信を行う。このデータベースでは UAV（ド
ローン）による写真・動画・3D モデル等も格納し、
利用者が豊富な視覚的データを扱えるよう設計する。

［研究成果の概要］

　本プロジェクトでは 2021 年度において、①遺跡
資料のデジタル化作業、また、② UAV（ドローン）
による遺跡の視覚的データの取得を推進した。①に
ついては、高地性集落に関する情報の全国的な集約
を図った後、研究協力者（学部生・大学院生の協力者）
と連携しつつ対象遺跡の基本情報をデジタル化・集
約し、データベース化を進めた。②については、研
究史上重要な位置を占める高地性集落として、佐賀
県唐津市湊中野遺跡、同鏡山山頂遺跡、香川県三豊
市紫雲出山遺跡、岡山県岡山市貝殻山遺跡、兵庫県
神戸市城ヶ谷遺跡、京都府京田辺市田辺天神山遺跡
等を対象に、空撮や周辺地形の 3D モデル化等の作
業を行い、視覚的データの収集・蓄積を進めた。
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C. 個別テーマ型　⑥
F. 特例型 （研究期間変更課題） ⑥

ヨーロッパ所在の日本古写経データベース構築と

機械学習による解析

A Database Construction of Old Japanese 

Manuscripts in Europe and an Analysis 

Using Machine Learning

研究代表者 ： 相田敏明 （岡山大学学術研究院ヘルスシステム統合科学学域　講師）

Toshiaki Aida （Grad. Sch. of Interdisciplinary Sci. and 

Eng. in Health Systems, lecturer）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

小林知美（筑紫女学園大学）
Tomomi Kobayashi（Chikushi Jogakuen University）
相田愛子（日本学術振興会）
Aiko Aida（Japan Society for the Promotion of 
Science）

［研究課題の概要］

　本研究の第一の目標は、ヨーロッパに所在する日
本古写経について、実地調査により作品の基礎デー
タやデジタル画像を取得し、ARC のデータベース・
システムおよびクラウド領域を活用した包括的デー
タベース構築である。しかしながら、世界的な新型
コロナウイルスの流行のため、現在に至るまで在欧
資料の実地調査を実施することが困難な状況にある。
　そこで、これまでに蓄積された ARC 藤井永観文庫
所蔵品を中心とした古経典データをもとに、正確な
制作時代が不明なことの多い紺紙金字経について、
絵画様式から制作時代を推測可能か、機械学習

（ディープラーニング、主成分分析による特徴抽出、
サポートベクターマシンによる分類）の手法により
検証した。
　　The first purpose of our research project is to 
construct a comprehensive database of old Japanese 
Buddhist Sutra copies in Europe, utilizing the 

database system and cloud region of the Art 
Research Center of Ritsumeikan University. For this 
purpose, we planned to conduct field surveys there 
in order to obtain their fundamental data and digital 
images. However, until now, the worldwide pandemic 
of coronavirus disease has been preventing us from 
conducting them in Europe.
　　Therefore, based on our data on old sutra copies 
centering on the collection of the Fujii Eikan Bunko 
of the ARC, we try to verify whether the era of 
production of the sutra copied in gold ink on indigo 
papers can be inferred from the characteristics of 
their painting styles by the methods of machine 
learning（feature extraction by both deep learning 
and principal component analysis, and classification 
by support vector machine）. Here, for most of the 
sutra copied in gold ink on indigo papers, their eras 
of production are not known due to the lack of their 
colophon.

［研究成果の概要］

　ARC 藤井永観文庫所蔵品を中心とした、我々の研
究グループにおいてこれまでに蓄積した古経典の見
返絵画像の中から、制作時代が平安時代または鎌倉
時代と判明している、仏・菩薩など人物の顔貌部分
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 vol.23 を切り抜き、それら時代によりラベル付けしたデー
タ約 200 点を訓練・テストデータとした。
　学習済み深層畳み込みニューラルネットワークと
主成分分析による特徴抽出、および、サポートベク
ターマシンによる分類を組合せた制作時代の機械学
習と推測（分類）精度の評価を行い、絵画様式から
の制作時代の推測可能性について肯定的な結果を得
た。また、機械学習による制作時代推測の根拠となっ
た、顔貌画像内の特徴を明らかにし、それらについ
て美術史的な観点から評価・検討を行った。
　　From among the images of the paintings in the 
old Japanese Buddhist Sutra copies our research 
group has ever collected, which are centering on the 
collection of the Fujii Eikan Bunko of the Art Research 
Center of Ritsumeikan University, we have chosen 
the ones proved to be produced in the Heian or 

Kamakura eras, and prepared about 200 face images 
of persons such as Buddha or Bodhisattva labeled by 
their eras of production as training or test data.
　　Based on them, we have made machine learning 
of their eras of production, combining feature 
extraction by both a pre-trained deep convolutional 
neural network and principal component analysis 
with classification by support vector machine.
　　As a result, its classification performance of high 
accuracy supported that the eras could be inferred 
from the characteristics of the painting styles of the 
face  images .  A l so ,  we  have  ident i f i ed  the 
characteristics on which the inference by machine 
learning is based, and evaluated them from the point 
of view of art history.
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立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
C. 個別テーマ型　⑦

口述史と資料に基づく生活空間のGISデータベース化：

滋賀県栗東市の旧街道筋集落を中心に

研究代表者 ： 笠井賢紀 （慶應義塾大学　准教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

岡部佳世（LatLng　主任研究員）
森岡渉（Ph.D. student in Department of Geography 
& GIScience, University of I l l inois at Urbana-
Champaign）
中川敦之（栗東歴史民俗博物館　学芸員）
竹山和弘（NPO 法人くらすむ滋賀　理事長）
松本章伸（日本学術振興会特別研究員 PD）

［研究課題の概要］

　本研究は、口述史と、世帯や博物館に所蔵されて
いる資料群から生活空間に関する諸データを地理情
報システム（GIS）データとしてアーカイブ化し活用
を図る試みである。行政、研究機関、住民が資料、
記録、記憶を持ち寄るだけでなく、協働して活用を
図る事例として国際的に発信して学術・実践に寄与
したい。
　対象地域は滋賀県栗東市である。旧東海道沿いを

中心に各集落には各世帯が所蔵している資料が残り、
地域誌が盛んに編まれるなど活用可能な情報が多い。
加えて、古くから旅行者の往来のほか、日常生活に
おける集落間移動・交流、共有田や用水など生活空
間に関する地理的情報は多いが、十分に活用されて
こなかったため、本研究で収集、整理、可視化を図
るものである。

［研究成果の概要］

　2021 年度はコロナ禍のため現地調査に大幅な制限
があった。とはいえ、（1）栗東歴史民俗博物館所蔵
の古地図類を確認し、字限図（小字ごとの地割図）
の撮影を終えることができたこと、（2）字限図や住
宅地図情報を用いた小字・大字境界の GIS データ化
を数地区分実施することで、作業行程の全体像が見
えたこと、（3）ArcGIS や Leaflet（JavaScript パッケー
ジ）を用いてデータの処理や公表についての目途が
たったことなどの成果が挙がった。
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C. 個別テーマ型　⑧

Qait’bay Citadel （1477-1479）: Visualizing 

the Main Coastal Fortification of Medieval 

Alexandria, Egypt

Research leader ： Mohamed Soliman （National Research Institute 

of Astronomy and Geophysics （NRIAG））

［Co-researcher］

Mona Gamal Eldin Ibrahim（Dean of EECE, Egypt - 
Japan University of Science and Technology

（E-JUST））

［Overview of the Research Project］

　　Qait’bay Citadel in Alexandria is considered one 
of the most important fortifications, not only in 
Egypt, but also along the Mediterranean Sea, which 
was built by the Mamluk Sultan Al-Ashraf Qait’bay in 
1479 CE to protect the city against the Ottoman. The 
Citadel is situated at the entrance of the eastern 
harbor on the Pharos Island on the exact site of the 
famous Lighthouse of Alexandria. The Citadel 
consists of main rectangular fort with four circular 
corner towers, while double wall surrounds the 
court, the internal one includes weapons depots and 
barracks.
　　In the age of digital humanities, available 3D 
imaging technology will be used to create Qait’bay 

Citadel VR and provide it to the public as a requirement 
in the time of social distancing for COVID-19. In 
addition, documenting this splendid medieval 
fortification given the fire disaster of Notre Dame 
Cathedral in Paris in April 2019.

［Overview of the Research Results］

　　Qait’bay Fort, as culture heritage site exposed to 
impact of climate change and anticipated risk, requires 
exceptional intervention methods. Consequently, this 
project is just a beginning to visualize Qait’bay Fort
　　Nevertheless, Due to the limited fund, the 
proposed objectives in FY 2021 require more steps. 
So, basic steps carried out, in terms of disseminate 
the goals of the project and determine advantages 
of utilized tools that used for data acquisition and 
the appropriated software for processing.
　　Now, the implementation to capture Qait’bay 
Citadel is clear enough to achieve the major goals of 
the project.
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D. 研究設備 ・ 資源活用型　①

舞鶴市糸井文庫の総合的研究

研究代表者 ： 畑恵里子 （静岡英和学院大学　教授）

［研究課題の概要］

　本研究では、舞鶴市糸井文庫（京都府舞鶴市文化財）
における未整理の資料を対象として、新たに翻刻を
施す。そして、本文庫が果たした日本文学・日本文
化上の役割を解明するために、これらの資料を改め
て整理することを主な目的とする。
　特に、浦島で伝説に関する資料を対象として、こ
れまで実施してきた国際共同研究を発展・深化させ
る。
　そして、立命館大学アート・リサーチセンターの「舞
鶴市糸井文庫閲覧システム」を通じて、新規に翻刻
した資料の WEB 公開を行い、国内外の研究者や一般
国民に資するようにする。

［研究成果の概要］

　立命館大学 ARC「舞鶴市糸井文庫閲覧システム」
へ翻刻を適宜入力して、情報の充実を図った。対象
作品は『絵本竜宮遊』である。

「舞鶴市糸井文庫閲覧システム」（資料提供：舞鶴市
教育委員会　制作：立命館大学アート・リサーチセ
ンター、著作：舞鶴市・立命館大学アート・リサー
チセンター）
https://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/
html/maiduru/index.htm
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D. 研究設備 ・ 資源活用型　②

スタンフォード大学東アジア図書館所蔵

熊本藩文人書状集内容翻刻

Providing descriptive metadata and 

transcriptions for Collection of 

correspondence and poems from various 

officials from the Kumamoto domain

研究代表者 ： マッザ美恵子 （スタンフォード大学テクニカルサービス部門長　日本言語

部門テクニカルサービス司書）

Mazza Mieko （Head of Technical Services & Japanese Technical 

Services Librarian）

［研究課題の概要］

　スタンフォード大学東アジア図書館が所蔵する「熊
本藩文人書状集」（109 点の資料からなるコレクショ
ン）は現時点で未だ翻刻作業が完了しておらず、継
続してメタデータの充実を図る必要がある。立命館
大学 ARC の「くずし字翻刻学習・指導システム」を
引き続き使用し、当コレクションが既に作成済みの
デジタル画像から研究代表者（マッザ）が翻刻文作
成を継続する。翻刻文に基づきスタンフォード大学
東アジア図書館 OPAC 上に公開されるメタデータの
充実に努める。昨年度は新型コロナウイルスの流行
拡大のためリモートワーク移行に因るプロジェクト
等により翻刻が遅々として進まなかった為、昨年に
引き続いての申請とした次第である。2021 年度の研
究申請が受諾されたあかつきには、全文書の翻刻完
了を目標に作業を継続する。
　　Stanford University East Asia Library holds 
“Kumamoto-han bunjin shojoshu”（Collection of 
correspondence and poems from various officials 
from the Kumamoto domain）which is a collection 
consisting of 109 items. At the point of this 
submission, the entire transcription work and 
metadata creation has not yet been completed thus 
the project needs to be continued. By continuously 

using the ARC’s Kuzushiji AI database, I hope to 
provide transcriptive metadata to the entirety of this 
collection so that I can provide appropriate access 
points to each manuscript in order to enhance 
discoverability in Stanford University Libraries’ online 
catalog, SearchWorks. Due to the COVID-19 situation, 
last year’s project did not advance as far as I had 
hoped and I have renewed the research for FY2022, 
but I am determined to complete this project within 
this fiscal year.

［研究成果の概要］

　2021 年度くずし字翻刻錬成講座第 2Phase（2021
年 10 月 22 日～）に参加し、チューターの伊東宗裕
先生にご指導を頂く光栄に預かった。伊東先生の添
削、翻刻ご指導により 109 点の資料の内、64 点もの
資料を添削、翻刻して頂いた。この過程は御大学アー
ト・リサーチセンター紀要『アート・リサーチ 
vol.22-2』に研究ノートとして掲載して頂いた。チュー
ターの伊東先生のご指導を受ける際にくずし字翻刻
システムがいかに学習者の遠隔教育に適しているか
ということを実感した。解読支援画面の下部に位置
する注釈、連絡欄にはチューターへの質問を記録す
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いた。また、添削・翻刻指導を受けた後にも、その
場で学習が終わるのではなく、同画面の翻刻更新履
歴に残っている進捗記録を繰り返し見直すことによ
り自らの習熟度を測ると同時にこの時代の文書の基
本構成を覚えることにもつながった。第 2Phase は
残念ながら既に終了してしまったが、2022 年度で全
文書の翻刻完了というゴールに向けて、伊東先生の
ご指導を無駄にしないよう翻刻完了を目指して精進
したい。
　　Starting October 22, 2021, I participated in 
Phase 2 of the Kuzushiji project, which kicked off 
with an online Meet & Greet with the experienced 
tutors. Thanks to the expertise of Mr. Munehiro Ito, 
the tutor who worked on editing and transcribing 
the transcription I have worked on, 64 out of 109 
items have been fully transcribed. This process was 

reported as a research note and published online in 
“Art Research vol.22-2.” This experience made me 
realize the ARC’s Kuzushiji AI database is well-suited 
for remote online learning and communication 
needs. Utilizing the correspondence column, I 
received detailed and to-the-point advice from Mr. 
Ito. The remote learning does not stop there; the 
records of editing revision and correspondence 
history is recorded and available to revisit, which 
helps learning and identifying the commonly used 
vocabularies and phrases from this era. Sadly, all 
good things must come to an end, and the Phase 2 
tutoring support program has now closed. My 
FY2022 goal is to complete the transcription for the 
entire collection, utilizing the skills and knowledge I 
have earned from this invaluable experience during 
Phase 2 of this program.
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土地利用の粘着性 ・ 経路依存性についての研究

Stickiness and path dependence of land 

use patterns

研究代表者 ： 佐藤泰裕 （東京大学大学院経済学研究科　教授）

Yasuhiro Sato （Faculty of Economics, University of Tokyo）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

山岸敦（プリンストン大学　博士課程）
Atsushi Yamagishi（Princeton University Ph.D 
candidate）

［研究課題の概要］

　伝統的に都市経済学においては、土地利用を分析
する際に、長期的に安定した状態に注目してきた。
土地利用が変化している状態は、一時的なもので、
いずれ長期的に安定した状態へと収斂すると考えて
きたのである。しかし、実際に土地利用が変化する
には時間が必要であり、移行過程がどの程度の時間
を必要とするか、更に、その変化の過程が一意では
ない、つまり、経路依存性をもつか、はこうした伝
統的な分析の有効性を大きく左右する。そこで、本
研究では、過去の土地利用がどの程度の期間土地利
用を左右するか、また、経路依存性を持つか、を分
析する。その際、具体的には、京都の地籍図 GIS デー
タを活用し、大正期の京都の土地利用と現在の土地
利用の様子を比較する。
　　This project sheds light on the persistence and 
stickiness of land use patterns. For this purpose, we 

analyze land price data for Kyoto during the past one 
hundred years.

［研究成果の概要］

　過去の土地利用がどの程度現在の土地利用を規定
するのかを分析するため、1912 年の京都地籍図にお
ける地価と現在の京都の路線価とを比較した。その
際、いわゆる同和地区に注目し、その内外での地価
の差を空間回帰不連続デザインで分析することで、
同和地区に対する差別の程度を可視化できることを
示した。分析の結果、1912 年には同和地区の外に比
べるとその内側では地価は半減していたが、2000 年
代には 1-2 割の減少にとどまることが示された。こ
れにより、100 年前に比べると同和地区に対する差
別は和らいだものの、いまだ根強く残っていること
が分かった。
　　We examine the persistence of land use patterns 
by focusing on Kyoto for the past one hundred years. 
Especially, we show how land prices can be used as 
signals showing discrimination against buraku areas

（residences of the historically discriminated group in 
Japan）.
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The Application of Deep Learning Method 

for Detecting the Symptoms of Mental 

Health Disorder from Artworks Datasets

Research leader ： Wanda Listiani

（Institut Seni Budaya Indonesia Bandung/Dr.）

［Co-researcher］

Anrilia Ema M.N（Universitas Surabaya/Ph.D）
Ida Ayu Laksmita Sari（Universitas Udayana, Bali/
Dr.）

［Overview of the Research Project］

　　The research aims to detect the mental health 
disorder of the artists（creators）from their artworks. 
Deep learning is programmed（data training, data 
test, and data validation）to classify artworks from 
artists suffering from mental health disorders. The 
significance of this joint research is that mental 
health can change behaviour, belief and attitude. 
Therefore, artists' detection of symptoms of mental 

disorders can help patients or non-patients early on. 
Furthermore, mental health is a priority and 
important matter for Japan, Indonesia, and other 
countries to face the global pandemic and improve 
the well-being of the world community.

［Overview of the Research Results］

　　During the Covid-19 pandemic from 2020 to 
2021, we conducted research with a collection of 
libraries and internet data. In general, this research 
produced a digital archive in the form of a dataset of 
categories of artists and artworks produced during 
their mental illness.
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Natural Language Processing for a Geospatial 

Exploration of Japanese Ukiyo-e Prints

Research leader ： Ewa Machotka （Stockholm University, Department 

of Asian and Middle Eastern Studies, Associate Professor）

［Co-researcher］

Ryo Akama（Professor, Ritsumeikan University）
John Pavlopoulos（Affiliated Researcher, Stockholm 
University）
Panagiotis Papapetrou（Professor, Stockholm 
University）
Konstantina Liagkou（Research Assistant, Athens 
Technology Center）
Marita Chatzipanagiotou（Research Assistant, 
Athens University of Economics and Business）

［Overview of the Research Project］

　　The proposed project aims at a large-scale 
digital geospatial exploration of places depicted in 
Japanese early modern ukiyo-e landscape prints, and 
focuses on a dataset of prints accessible through the 
Ukiyo-e Portal Database hosted by the ARC. The first 
stage of the project, which is still ongoing, focuses 
on the extraction of information on the depicted 
locations by applying the Natural Language Processing

（NLP）technology（e.g. Named Entity Recognition）
on their meta-data; and their subsequent geolocation 
on the map of Japan in order to identify, map and 
contextualize the frequency and distribution of 
places in the cultural history of the first half of the 
19th c. The second stage of the project, which is 
planned in the near future, will concern visual 
analysis of the images performed with the use of 
neural encoders（pre-trained to classify/caption 
generic images）to explore feasibility of iconographical 
ident i f icat ion of  these places  and involved 
challenges related to artistic mediation linked to the 

process of their visual representation. Overall, these 
analyses will generate a new information on geo-
temporal distribution of the culturally significant 
sites and their visual depiction contributing to a 
better understanding of Japanese landscape prints 
in general.

［Overview of the Research Results］

　　The first stage of our exploratory mixed-method 
analysis of the places depicted in Japanese early 
modern prints featuring meisho（lit. famous places）
has so far delivered promising results as well as 
opened up new methodological and conceptual 
pathways to realize our overall research goals aiming 
at a large-scale geospatial study of landscape images 
in Japan. First, by employing the NLP approaches 
such as transfer- learning and Named Entity 
Recognition（NER）and applying our fine-tuned 
recognition model on a large dataset of prints, we 
provided a use-case of how a macroanalysis（or so-
called ‘distant viewing’）of a visual dataset can be 
successfully undertaken in the context of art historical 
research of Japanese early modern visual culture. We 
also identified a number of methodological challenges 
related to this mixed-method analysis rooted in the 
complexities of the Japanese early-modern writing 
system, problems with adequate identification of 
historical place names, and specificities of pre-
modern printed medium. Second, we developed 
“Ukiyo-e Distant Viewer”, an online application for 
geolocation of the automatically recognised places 
on the map of Japan, that enables exploration of 
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across the map and identification of culturally 
significant places at a given time period. Third, we 
used the visualised outcome to perform an error 
analysis and compared our ML-based NER with 
gazetteer-based approaches. Our analysis also 
opened up new research pathways  v ia  the 
application of historical gazetteers. Furthermore, we 
a l so  exper imented  wi th  Opt ica l  Character 
Recognition（OCR）, in order to investigate the 
following hypothesis: could the automatically 
recognised（not human-transcribed）text be used 

to extract place named-entities in order to increase 
the scale of our study? Answering this research 
question has a wide significance（beyond our 
study）especially considering a large amount of 
Japanese early-modern textual materials（also 
pervading visual culture）that still remain un-
t ranscr ibed ,  and  the i r  subsequent  l imi ted 
accessibility for a general public. Hence, with this 
study we outlined the path for future research that 
will bring us closer to the understanding of early-
modern landscape images and Japanese culture at 
large.
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D. 研究設備 ・ 資源活用型　⑧

第三期役者評判記本文を中心とする

役者評判記総合情報書庫構築の研究

研究代表者 ： 神楽岡幼子 （愛媛大学法文学部　教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

赤間亮（立命館大学文学部　教授）
倉橋正恵（立命館大学衣笠総合研究機構　プロジェ
クト研究員）
黒石陽子（東京学芸大学教育学部　教授）
齊藤千恵（早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　招
聘研究員）
野口隆（大阪学院大学経済学部　教授）
水田かや乃（歌舞伎学会　会員）
金子貴昭（立命館大学衣笠総合研究機構　准教授）

［研究課題の概要］

　役者評判記は、歌舞伎の演技や役者の動向、興行
の実態などを追うことのできる基本的な演劇資料で
ある。そのために、万治から明和期（1658-1772）
の役者評判記を翻字した『歌舞伎評判記集成』の第
一期・第二期（岩波書店、1972-1977・1987-1995）
がすでに刊行され、安永から享和期（1772-1804）
を対象とした第三期（和泉書院、2018-）の刊行も進
んでいる。
　本研究では、第三期の対象となる役者評判記につ
いて、ARC のクラウドやデータベースを活用しなが

ら翻字テキストデータの正確性を高めつつ、用字の
問題、諸本異同の問題等、役者評判記の諸問題を分
析することにより、より有効な役者評判記の活用の
あり方を提示し、また、蓄積された正確な翻字本文
を索引データベースとして構築し、さらなる広範な
利用を実現することを目的とする。

［研究成果の概要］

　古典籍ポータルデータベース（役者評判記閲覧シ
ステム）や番付ポータルデータベース、歌舞伎・浄
瑠璃役名検索システム、人名典拠資料データベース

（役者移動索引データベース）、文化人・芸能人 人物
名データベース、芸能用語索引データベースを活用
しながら、役者評判記テキストデータの高精度化を
行った。それにあたり、本拠点のクラウド領域を活
用し、データ構築の進行管理や、難読箇所などの情
報をメンバー間で共有しつつ実施した。結果、高精
度化したテキストデータの一部（天明四年～天明六
年、10 点）について、『歌舞伎評判記集成』第三期
第五巻として公刊した（2022 年 2 月）他、第六巻以
降に所収する評判記データの整備を進捗させた。
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D. 研究設備 ・ 資源活用型　⑭

花供養と近世後期京都俳諧の研究

研究代表者 ： 竹内千代子 （立命館大学　非常勤講師）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

堀淳子（郷土史家）
畑忠良（郷土史家）
松本節子（立命館大学　客員協力研究員）
赤間亮（立命館大学文学部　教授）
金子貴昭（立命館大学衣笠総合研究機構　准教授）

［研究課題の概要］

　京都東山の芭蕉堂で毎年のごとく発刊された『花
供養』を全冊にわたって翻刻し、近世後期の京都お
よび全国の俳諧の実態を明らかにする。同資料は、
近世後期のおよそ 100 年間、作者はおよそ全国に及
ぶため、近世後期の日本、特に京都の俳諧史資料と
して有効である。このため、これによって江戸時代
の俳諧と近代俳句との連続性あるいは非連続性の検
証をおこなうことを目的とする。翻刻データは、す
でに公開されている原本デジタル画像と同時に参照

できるようにし、研究者間の共有を図る。2017 年度
より、対象を『花供養』以外の芭蕉顕彰資料に広げ
ており、当年度も引き続き調査を実施するほか、必
要に応じてデジタル化を実施する。

［研究成果の概要］

　花供養のテキストデータの精査を行った。これに
ついては、2021 年度に刊行した『花供養翻刻集成Ⅰ』
の続編として『花供養翻刻集成Ⅱ』の準備を進捗さ
せた。また、近世後期の芭蕉顕彰俳諧資料の収集と
考察を行い、『淀藩士連中と芭蕉顕彰俳諧―畑吟風俳
諧資料と京俳壇―』を刊行した。同書は過年度の著
書と同様、ARC のデータベース（近代書籍データベー
ス）や、ARC のサーバ上にあるウェブサイト

（http://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/
html/hanakuyo/）からも閲覧可能である。
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D. 研究設備 ・ 資源活用型　㉑

京都　大徳寺塔頭　玉林院所蔵　大徳寺 273 世大心義統

の著作を編纂した板木データベースの構築

研究代表者 ： 森慈尋 （花園大学国際禅学研究所　客員研究員）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

田口幸滋（禅文化研究所　所員）

［研究課題の概要］

　大徳寺山内塔頭　玉林院に所蔵されている大徳寺
273 世大心義統監修の著作を蒐めた版木 129 枚（別
紙添付）の整理とデータベースの構築を行う。大心
義統（1657－1730）は、妙心派の無著道忠と並ぶ江
戸時代中期の学僧で、生前に多くの著作を残した。
しかし彼の著書や出版に関する研究は、まだ殆ど行
われていない。大心が京都ではなく泉南、堺を中心
に布教していた事も一因であるが、そのため、臨済
宗以外に黄檗宗や律宗の僧侶との繋がりも深く、禅
楽寺に大蔵経をの経蔵を設け、公開の形で教学の指

導に当たった事が伝記資料に記されるなど、その活
動はたいへんユニークである。その他に、堺という
地方で出版された一連の著作と檀越の中村氏や茶人
を中心とした人的ネットワークの再検討、さらには
版木を詳しく調査していく事で、江戸中期の地方出
版と、黄檗版大蔵経を中心とした仏教書出版事業と
の関わりについても解明が期待できる。

［研究成果の概要］

　2021 年 12 月 1 日より採用が決まり 2022 年 4 月
初旬に、板木 135 枚（撮影枚数約 2700 枚）の撮影
が終わった。次年度は撮影データの点検、板木の計
測と板木全体の撮影、板木データベース作成のため
の画像編集を行いたい。
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立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
D. 研究設備 ・ 資源活用型　㉒

世界各地の伝承遊戯 （ゲーム） の収集、 保存及び

これらの体系化と文化的な関連性の研究

Collection and Preservation of Traditional games 

from around the world, the Systematization and 

the Study of Cultural relevance of them

研究代表者 ： 梅林勲 （四天王寺大学　非常勤講師）

Isao Umebayashi

（International Buddhist University Part-time lecture）

［研究課題の概要］

　世界各国・地域には、伝統的に受け継がれている
独特の遊びが数多く存在する他、同系統の遊びでも、
地域の特色を生かしたルールや用具のバリエーショ
ンが数多く存在します。しかし、これらのルールや
用具は、1970 年代半ばから 80 年代にかけて一部の
地域を除き、急速に姿を消しつつあります。近年、
インターネットの普及と発展により、遊び方そのも
のは復活をしているものがありますが、用具を入手
するのは困難になりつつあり、民族的な遺産として
もこれらのものを保存、収集していくことには大き
な意味があると思います。
　このような理由から世界の国や地域に存在する
様々な遊びや用具、及びそのバリエーションを出来
うる限り保存、収集し、加えてそれらの比較対象か
ら各国、地域、時代におけるルールや用具の変化、
民族的な文化の関わりを研究することを課題としま
す。
　　In each country and region of the world, there 
are many unique games and even with the same 
type of play, there are many variations of rules and 
equipment that take advantage of the characteristics 
of the region. 
　　However, these rules and tools are rapidly 
disappearing from the mid-1970s to the 1980s, with 
the exception of some areas. 

　　In  r e cen t  yea r s ,  w i th  the  sp read  and 
development of the internet information, many 
people gained knowledge about traditional games 
and started playing traditional games on internet 
sites. 
　　But it is becoming difficult to obtain equipment, 
and I think that there is great significance in 
preserving and collecting the rules and equipment 
of traditional games as an ethnic heritage.
　　For this reason, I will save and collect various 
play and equipment that exist in countries and 
regions of the world, and their variations as much as 
possible. 
　　Furthermore I will compare them and study the 
changes in rules and equipment in countries, regions 
and times and ethnic cultural relevance.

［研究成果の概要］

1）  自己の収集するコレクションのデータベース化と
公開について、細井浩一先生とオンラインで打ち
合わせを行い、データベース化についての基本的
な枠組みについての概略に関して話し合い行っ
た。

2）  打ち合わせ後、収集コレクションのデータベース
化のため、ゲームをジャンルに分けた体系化のた
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を作成。
3）  同じタイプの伝承遊戯に関しては、世界各地に数

多くの形のバリエーションが存在するが、それら
に関する数多くの遊戯具、関連する書籍、及びネッ
ト資料ついて、収集作業がほぼ完了した。

1）  I had an online meeting with Professor Koichi 
Hosoi about creating the database of my game 
collections and publishing the database and We 
had a discussion its basic framework and outline 

for creating a database.
2）  After the online meeting, I systematized various 

types of traditional games by genre and I created 
their classification code based on my own 
experience for the purpose of creating a database 
of my collections.

3）  Although there are various forms of the same type 
of traditional games regarding play equipment 
and rules all over the world, I have collected so 
many tools, related books and internet data.
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立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
F. 特例型 （研究期間変更課題）　②

インドネシア歴史文化遺産のデジタルアーカイビングと

高精細 4 次元可視化コンテンツの開発

研究代表者 ： Fadjar I. Thufail （インドネシア科学院 （LIPI）　研究員）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

Sugeng Riyanto（ジョグジャカルタ考古学センター　
所長）
Brahmantara（ボロブドゥール遺跡保存局　研究員）
Upik Sarjiati（インドネシア科学院（LIPI）　研究員）
田中覚（立命館大学情報理工学部　教授）
鈴木桂子（立命館大学衣笠総合研究機構　教授）
前田亮（立命館大学情報理工学部　教授）
李亮（立命館大学情報理工学部　准教授）
長谷川恭子（立命館大学総合科学技術研究機構　講
師）
SONG Yuting（立命館大学総合科学技術研究機構　
補助研究員）
山口欧志（奈良文化財研究所　研究員）

［研究課題の概要］

　インドネシアのユネスコ世界文化遺産「ボロブ
ドゥール寺院遺跡」および最近発見された古代都市
遺跡「リヤンガン遺跡」を、最新の 3 次元計測技術
で精密にデジタルアーカイブ化する。そして、作成
したデジタルアーカイブを実験データとして用いて、
計測ノイズの影響を受け難い、新発想の高精細可視
化手法を開発する。さらにこの可視化手法を活用し、
遺跡の高精細な「4 次元可視化コンテンツ」を開発
する。すなわち、前者の遺跡に関しては建造過程、
後者の遺跡に関しては時代による都市の変遷という

「時間的変化」を可視化する。現地の考古学者らと連

携した 4 次元可視化コンテンツの有効活用や、現地
一般公開を通じた国際貢献も視野に入れる。

［研究成果の概要］

　コロナ禍のため、予定していたボロブドゥール寺
院（インドネシア）の 3 次元計測は実施できなかった。
しかし、計測済みのデータを用いて以下のような研
究成果をあげることができた：
1.  計測済みの第 1 階層のデータに加えて、第 2 階層
の壁面レリーフの4分の3を占める部分の計測デー
タを入手し、これらを統合した可視化を行うこと
ができた。

2.  第 1 階層の「隠された基壇」の Karmawibhangga
レリーフに関して、残された単眼写真から 3 次元
復元するプロジェクトを継続実施し、過半のレリー
フパネルの高精細 3 次元復元を実現した。

3.  UNESCO のボーリング調査に基づいて、地下の盛
土部分の階層構造を 3 次元点群データとして復元
した。

4.  上記 1 ～ 3 の 3 次元データに加えて、ボロブドゥー
ル遺跡保存局保存が所有する、寺院全体の荒いド
ローン計測データを入手し、全てを点群として統
合して、寺院全体を一度に視認できる透視可視化
と VR コンテンツを実現した。

5.  以上の研究成果をまとめた論文が、高インパクト
ファクタの学術論文誌等で採択された。
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立命館大学アート ・ リサーチセンター　日本文化資源デジタル ・ アーカイブ国際研究拠点　2021 年度　国際共同研究成果報告書
F. 特例型 （研究期間変更課題） 個別テーマ型　③

「鴨川古写真 GIS データベース」 の構築と

河川環境の変遷分析に関する研究

研究代表者 ： 飯塚公藤 （近畿大学総合社会学部　准教授）

［共同研究者 （外部研究者 ・ 大学院生含む）］

矢野桂司（立命館大学文学部　教授）
谷端郷（北海学園大学人文学部　講師）
大邑潤三（東京大学地震研究所　助教）
島本多敬（滋賀県立琵琶湖博物館　学芸員）
佐藤弘隆（立命館大学文学部　特任助教）

［研究課題の概要］

　本研究課題は、京都・鴨川に関する古写真を軸に
したデータ基盤「鴨川古写真 GIS データベース」を
構築し、河川環境の変遷を読み解きながら鴨川と人々
との関係史（主に近現代）を解明することである。
これまで、河川環境を対象とした古写真の系統的な
収集および分析手法は未確立であった。鴨川におい
ても景観の変遷を古写真から明らかにする研究は少
ない。そこで、近現代の京都に関わる古写真のデジ
タル・アーカイブを進めている立命館大学アート・
リサーチセンターの古写真データベースを活用して、
鴨川が映る古写真の撮影地点や写真に映る地物を同
定して GIS データ化することで、河川環境の変遷を
時系列的・空間的に分析することができるようにな
る。加えて、関連機関と連携して鴨川に関する古写
真データベースの拡充も図る。

［研究成果の概要］

　本研究の 2021 年度の研究成果として、以下の 2
点にまとめられる。

【1. 写真データベースの更新】
　2021 年度は 2018・2019・2020 年度にプラット
フォームとして構築した「京都の河川景観 写真デー
タベース」を用いて、掲載した写真の撮影地点を同
定し、橋ごとに分類し、時系列に整理した。また、
年代や撮影地点の異なる絵葉書類も新たに入手し、
写真データベースの更新を図った。

【2. 鴨川の景観変化の分析および GIS データ化】
　各自で「京都の河川景観 写真データベース」の分
析を進めつつ、Zoom を用いて鴨川景観研究会を 4
回実施した。最も古写真や絵葉書数が多く、幅広い
年代のものが揃っている四条大橋を中心に分析を進
め、河川敷の利用のあり方や川との距離感の変化な
どを読み解いた。さらに、鴨川の景観変化を追うた
めの GIS データ作成にも着手し、まずは撮影地点の
特定を概ね完了した。次いで、古写真等に映る地物
の情報を読み取り、GIS データ化するための議論も
重ね、次年度本格的な GIS データを作成する目途が
立った。また関連して、2021 年度は、鴨川に関する
年表や文献リストなど共同研究を進めていく上での
必要な鴨川に関する基礎データの収集・整理にも着
手した。

222



ART RESEARCH
 vol.23 2022 年度　アート ・ リサーチセンター活動記録

開催日 イベント名

シンポジウム

2022.
7.2（土）14:00-16:30
オンライン開催

「京都ニュースアーカイブ」公開記念シンポジウム

「京都ニュースアーカイブ」～時代の光が未来を映す～
[主催]   立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同

研究拠点」（ARC-iJAC）
[後援] 京都市、一般社団法人 京都映画芸術文化研究所

2023.
1.28（土）16:00-18:00（JST）
 8:00-10:00（CET）
オンライン開催

国際オンライン・シンポジウム

西洋における日本美術の受容を辿る―中欧のケーススタディを通して見る
[主催]   立命館大学アート・リサーチセンター　文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同

研究拠点」（ARC-iJAC）

成果報告会

2022.
9.16（金）15:30-18:40
9.17（土）10:30-18:15
オンライン開催

文部科学省　国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」・立命館大学研
究拠点形成支援プログラム

ARC Days 2022
[主催]   立命館大学アート・リサーチセンター、文部科学省　国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共

同研究拠点」、立命館大学研究拠点形成支援プログラム

2023.
2.24（金）10:30-17:45
2.25（土）11:15-16:15
オンライン開催

文部科学省　国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」・立命館大学研
究拠点形成支援プログラム

2022年度 成果発表会
[主催]   立命館大学アート・リサーチセンター、文部科学省　国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共

同研究拠点」、立命館大学研究拠点形成支援プログラム

研究会

2023.
1.31（火）9:50-18:00
オンライン開催・立命館大
学衣笠キャンパス 創思館
408

院生コロキウム

ポストメディア時代における東アジアの文化芸術研究
―テーマとパースペクティブ―
[共催]   立命館大学アジア・日本研究所重点研究プログラム「東アジアの文化芸術研究」ユニット、立命館大学アート・リサーチセン

ター研究拠点形成支援プログラム「ARCデータベースを活用した家庭内視覚文化論の試み」プロジェクト
[協力]   立命館大学大学院先端総合学術研究科

2023.
2.18（土）13:00-17:00
オンライン開催

第12回　「知識・芸術・文化情報学研究会」
[主催]   知識・芸術・文化情報学研究会
[共催]   情報知識学会関西部会、アート・ドキュメンテーション学会関西地区部会
[協力]   立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際研究

拠点」

セミナー

2022.
4.13（水）18:00-19:30
オンライン開催

第99回　国際ARCセミナー
①「なら歴史芸術文化村　文化財保護の新たな取り組み」
講師：竹下繭子（なら歴史芸術文化村　学芸員）
②「3次元計測による當麻寺のデジタルアーカイブと可視化」
講師：長谷川恭子（立命館大学総合科学技術研究機構 准教授）

2022.
4.27（水）18:00-19:30
オンライン開催

第100回　国際ARCセミナー
「小林一三　─社会事業・文化事業をビジネスの両輪に」
講師：仙海義之（逸翁美術館・小林一三記念館・池田文庫 公益財団法人 阪急文化財団 理事・館長）

2022.
5.11（水）18:00-19:30
オンライン開催

第101回　国際ARCセミナー
「Going to War During the Taisho Period: Japan’s Siberian Intervention of 1918-1922 as Illustrated by the Pictorial Diaries of 
Infantryman Takeuchi Tadao」
講師：ナディーン ウィレムス（英国イーストアングリア大学 日本史講師）
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5.25（水）18:00-19:30
オンライン開催

第102回　国際ARCセミナー
①「明治期における春陽堂の木版出版について：口絵画集『小説挿画集』と『江戸錦』の位置づけ」
講師：常木佳奈（久留米工業高等専門学校 一般科目（文科系） 助教）
②「深層学習を用いたモンゴル法的文書を文書分類する取り組み」
講師：バトジャルガル・ビルゲサイハン（立命館大学 総合科学技術研究機構 客員助教）

2022.
6.8（水）18:00-19:30
オンライン開催

第103回　国際ARCセミナー
「「顔コレ」と「edomi」 ― 人文学資料マイクロコンテンツ化による歴史学・美術史学資料の活用」
講師：鈴木親彦（群馬県立女子大学 文学部 総合教養学科 准教授）

2022.
6.29（水）18:00-19:30
オンライン開催

第104回　国際ARCセミナー
①「玩具業界から見た日本のビデオゲーム黎明期」
講師：毛利仁美（立命館大学大学院 文学研究科 文化情報学専修）
②「日本におけるゲーム展示の展望と課題」
講師：小出治都子（大阪樟蔭女子大学 学芸学部 化粧ファッション学科 美粧学研究室 講師）

2022.
7.9（土）10:00-11:30
オンライン開催

立命館大学土曜講座【企画：アート・リサーチセンター】

「アジアと日本を展示する」
講師：赤間亮（立命館大学 文学部 教授・アート・リサーチセンターセンター長）
西林孝浩（立命館大学 文学部 教授）

2022.
7.13（水）18:00-19:30
オンライン開催

第105回　国際ARCセミナー
「文化財情報プラットフォームとしての全国遺跡報告総覧と文化財総覧 WebGIS」
講師：高田祐一（独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 企画調整部文化財情報研究室 主任研究員）

2022.
7.20（水）18:00-19:30
オンライン開催

第106回　国際ARCセミナー
①「深層学習と可視化技術で現実世界を理解する」
講師：李威特（重慶工商大学 専任講師）
②「「京都ニュース」の活用に向けた取組と展望―デジタルアーカイブ構築の実践をとおして」
講師：宮田悠史（立命館大学 文学研究科 博士課程後期課程）

2022.
9.28（水）18:00-19:30
オンライン開催

第107回　国際ARCセミナー
「尼崎市遺跡調査システムについて」
講師：室谷公一（龍谷大学・大手前大学 非常勤講師）

2022.
10.26（水）18:00-19:30
オンライン開催

第108回　国際ARCセミナー
「レーザー最先端科学と日本文化（西洋と東洋の発想）」
講師：田中和夫（大阪大学レーザー科学研究所 特任教授（海外連携））

2022.
11.2（水）18:00-19:30
オンライン開催

第109回　国際ARCセミナー
「文化は守らなければいけないものなのか？」
講師：彬子女王殿下

2022.
11.16（水）18:00-19:30
オンライン開催

第110回　国際ARCセミナー
「'After native drawings': the books that introduced nishiki-e and ehon to Western audiences: Narrative of the Earl of Elgin's Mission 
to China and Japan（1859）and Japanese Fragments（1861）.」
講師：Ellis Tinios（リーズ大学 名誉講師）

2022.
11.30（水）
オンライン開催

古文献解読力錬成講座

くずし字翻刻システムを使った古文献解読力錬成講座
キックオフセミナー
基調講演：勝又基（明星大学 准教授）

2022.
12.4（日）
オンライン開催

古文献解読力錬成講座

くずし字翻刻システムを使った古文献解読力錬成講座
第1回システム講習会
Aセッション（JST：9時開始）
Bセッション（JST：20時開始）
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12.7（水）18:00-19:30
オンライン開催

第111回　国際ARCセミナー
①「Assembling Borobudur as a World Heritage: An Actor-Network Approach」
講師：Fadjar I. Thufail, Ph.D. （Director, Research Center for Area Studies（PRW）National Research and Innovation Agency（BRIN））
Upik Sarjiati, MPP （Researcher, Research Center for Area Studies（PRW）National Research and Innovation Agency（BRIN））
②「Reshaping the Past: The Use of 3D Technology for the Preservation of Cultural Heritage in Indonesia」
講師：Bramantara, ST. MA.（Borobudur Conservation Office）

2022.
12.14（水）18:00-19:30
オンライン開催

第112回　国際ARCセミナー
「100 years of English Kabuki in Hawai’i: Building, Breaking, and Maintaining Tradition」
講師：Julie Iezzi（Professor and Associate Chair, Dept. of Theatre and Dance, University of Hawai'I at Mānoa）

2022.
12.21（水）18:00-19:30
オンライン開催

第113回　国際ARCセミナー
①「工業高等専門学校における古典と科学の融合を考える授業実践―くずし字翻刻学習・支援システムを用いて」
講師：荻田みどり（舞鶴工業高等専門学校 人文科学部門 講師）
②「くずし字翻刻のための古文用音声認識システムの検討」
講師：張宇涛（立命館大学大学院 情報理工学研究科 音情報処理研究室 博士課程後期課程）

2023.
1.18（水）18:00-19:30
オンライン開催

第114回　国際ARCセミナー
①「「近世後期における奈良の寺社の実相」―奈良奉行川路聖謨の日記『寧府紀事』から見えてくるもの」
講師：安宅望（立命館大学大学院 文学研究科 博士課程後期課程）
②「勝川派の浮世絵作品にみられる改印の問題」
講師：戸塚史織（立命館大学大学院 文学研究科 博士課程後期課程）

展覧会

2022.
2.14（月）～3.31（木）
オンライン開催

「三国志」水魚之交
オンライン講演会（3.21（月）16：00-17：30）
[主催] 「三国志　水魚之交」展実行委員会
[共催]   立命館大学ゲーム研究センター、立命館大学アート・リサーチセンター　文部科学省国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資

源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」

2022.
7.14（木）～7.16（土）

京都市指定有形文化財　長江家住宅

屏風祭
[主催]   株式会社フージャースホールディングス
[共催]   立命館大学アート・リサーチセンター

2023.
1.10（火）～2.17（金）
京都工芸繊維大学美術工
芸資料館

Arewa Textiles of African Print

アフリカ×日本 アレワ紡の時代　―ナイジェリアと日本の繊維生産 1963-2005
[主催]   京都工芸繊維大学美術工芸資料館
[企画]   京都工芸繊維大学美術工芸資料館、上田文、青木美保子
[協力]   京都・大学ミュージアム連携、立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デ

ジタル・アーカイブ国際研究拠点」

カンファレンス

2022.
3.5（土）8：30-12：30
3.6（日）9：30-12：30
オンライン開催

Digital Entertainment Conference 2022

「コロナ禍を超えて進展する世界のゲーム & インタラクティヴ・ナラティヴ研究」
-Advancing Digital Game Research Beyond COVID-19-
[主催]   立命館大学ゲーム研究センター（RCGS）
[共催]   ITコンソーシアム京都（クロスメディア部会）、デジタルアーカイブ学会（JSDA）「関西支部」、日本デジタルゲーム学会（DiGRA 

Japan）
[後援]   KYOTO CMEX（京都シーメックス）実行委員会、立命館大学アート・リサーチセンター

ワークショップ

2022.
11.29（火）～11.30（水）
Library Theatre, Fayza 
Abulnaga Central Library, 
E-JUST, Burg al-Arab, 
Alexandria

Interactive Workshop

Sustainable Geodesign of Downtown Alexandria: Egypt Vision 2030
[主催・協力]   International Joint Digital Archiving Center for Japanese Art and Culture（ARC-iJAC）, Art Research Center & DMUCH-

Ritsumeikan University, EECE-Egypt-Japan University of Science and Technology（E-JUST）, Japan Society for Promotion 
of Sciences（JSPS）-Cairo Office
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2022.
7.23（土）～9.19（月）
なら歴史芸術文化村
文化財修復・展示棟地下1
階展示室

第2回企画展

文化財研究中！―なら歴史芸術文化村×連携4大学―
[主催]   なら歴史芸術文化村
[共催]   天理大学、立命館大学アート・リサーチセンター、奈良県立大学地域創造研究センター、東京藝術大学 文化財保存学保存修復彫

刻研究室

2022.
8.1（月）～8.12（金）
オンライン開催

Online Summer Programme in Japanese Cultural Studies
[主催]   Centre for Japanese Studies at the University of East Anglia, Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures

（SISJAC）
[協力]   Toshiba International Foundation, Art Research Center, Ritsumeikan University

2022.
9.27（火）～10.2（日）

近代建築WEEK2022

三条通の近代洋風建築群 ―商い・魅力・エリア価値―
[主催]   京都歴史文化施設クラスター実行委員会、京の三条まちづくり協議会、京都府京都文化博物館
[企画・運営協力]   NPO京都景観フォーラム、（一社）京都府建築士会まちづくり委員会、立命館大学アート・リサーチセンター、ROIS-DS 

人文学オープンデータ共同利用センター

2023.
2.17（金）14:00-17:00
オンライン開催

2023 浮世絵木版画彫摺技術保存協会研修会
[共催]   立命館大学アート・リサーチセンター　文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同

研究拠点、浮世絵木版画彫摺技術保存協会
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『アート・リサーチ』投稿規定

１．  投稿資格 ： アート ・ リサーチセンター (ARC) で行われる研究プロジェクトに参加する学内外の研究者 （大学院生

を含む） および編集委員会が認めた者とする。 なお、 学部学生の単独投稿は認めない。

２．  原稿の種類 ：

いずれも未発表の原稿とし、 使用言語は日本語または英語とする。

投稿は （1） （2） に限り、 （3） は編集委員会が依頼または企画する。

（1） 研究論文 （査読付）

（2） 研究ノート

（3） その他 （依頼論文、 アート ・ リサーチセンターに関わる講演記録など）

３． 原稿の文字数

（1） 研究論文 ： 和文原稿は 12,000 字程度、 英文原稿は 6,000words 程度

（2） 研究ノート ： 和文原稿は 8,000 字程度、 英文原稿は 4,000words 程度

４． 原稿提出

（1） 原稿は完成原稿を提出する。

（2）   原稿は、 所定のテンプレートに従い、 必要な情報と書式を整えた上で投稿することとする。 原稿の不備が著し

い場合は、 不受理とする。

（3） 締切日を過ぎて投稿された原稿は、 次号以降の掲載対象とする。

（4）   使用する図版等の掲載許可については、 著者が自らの責任において、 公開までに必要な手続きを済ませて

おくこととする。

５．  査読・修正・採否：投稿された研究論文は、 2 名による査読結果に基づき、 編集委員会において採否を判断する。

再査読は、 1 回のみとする。 査読結果に基づいて原稿を修正する場合は、 必ず変更箇所がわかるように修正する

こととする。 なお、 査読者または編集委員会が原稿の種類変更を推奨する場合がある。

 研究ノートは査読対象外であるが、 編集委員会が掲載の可否を判断し、 修正を求める場合がある。

６．  校正 ： 著者校正は 2 回までとし、 文章の加筆 ・ 修正は原則として初校まで、 再校は修正結果の確認程度とする。

なお、 初校の校正が 2 週間を越えて返却されない場合、 再校の校正が 10 日を越えて返却されない場合は、 著

者は修正を終えたとみなす。

７．  公開・再利用：編集委員会が掲載を決定した原稿は、 インターネット上のオンラインジャーナルとして、 ARC のウェ

ブサイトにおいて公開する。 また、 立命館学術成果リポジトリ （R-Cube） など、 他の媒体においても公開する場合

がある。 オンラインジャーナルとして発行した原稿は、 事後に紙媒体でも発行する。 著者が出典を明示して再利用

することは妨げない。

８． その他 ： 必要な事項については、 編集委員会において判断する。
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