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ＩＭＡＺＵ　Ｋａｔｓｕｎｏｒｉ（48歳）
▶1963（昭和38）年　東京都江戸川区生まれ
▶1986（昭和61）年　岡山大学文学部史学科卒
▶1988（昭和63）年　�岡山大学大学院文学研究科修士課

程（史学専攻）修了
▶1991（平成３）年　�京都大学大学院文学研究科博士後期

課程（国史学専攻）研究指導認定退学
▶2007（平成19）年　�岡山大学大学院社会文化科学研究

科准教授社会文化科学研究科　准教授社会文化科学研究科　准教授
今津 勝紀

「高度な知の創成と的確な知の継承」――。
岡山大学の理念のもとに教育・研究を展開する

個性あふれる教員たち。研究室を訪ねた。

研究室
訪問

W E L C O M E  T O  M Y  S E M I N A RW E L C O M E  T O  M Y  S E M I N A RW E L C O M E  T O  M Y  S E M I N A RW E L C O M E  T O  M Y  S E M I N A RR E S E A R C H E R

文
献
か
ら
地
震
を
復
原

古
代
の
災
害
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
始
め
た
の

は
、
約
10
年
前
。
古
代
家
族
の
人
口

変
動
︵
人
間
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ

ま
で
︶
を
調
べ
る
上
で
、
災
害
の
影

響
は
見
過
ご
せ
な
い
要
素
だ
っ
た
。

地
震
や
疫
病
が
人
間
社
会
に
ど
ん
な

影
響
を
与
え
る
か
。
こ
れ
を
解
き
明

か
す
手
法
と
し
て
、
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
た
。
そ
れ
ま
で

歴
史
学
研
究
に
お
い
て
、
歴
史
を
復

原
す
る
大
き
な
根
拠
は
文
字
史
料
が

中
心
。
数
値
化
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
と
い
う
。

そ
ん
な
中
、
自
然
科
学
研
究

科
︵
理
︶
の
隈
元
崇
准
教
授
と
と

も
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
天
平
6

︵
7
3
4
︶
年
に
近
畿
地
方
を
襲
っ

た
地
震
や
貞
観
10
︵
8
6
8
︶
年
に

播
磨
地
方
で
起
き
た
地
震
の
復
原

だ
。
ま
ず
文
献
か
ら
地
域
の
被
害
状

況
を
調
べ
、
地
震
の
起
こ
っ
た
場
所

︵
活
断
層
︶
や
規
模
を
推
定
。
地
震

波
の
伝
わ
る
経
路
、
地
形
や
表
層
の

地
質
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
考
慮

し
、
震
度
分
布
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
図
＝
図
下
参
照
＝
を
作
成
し
た
。

天
平
6
年
の
地
震
の
規
模
は
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
7
～
7
.
5
と
推
定
さ

れ
、
広
い
範
囲
で
震
度
5
～
6
の
揺

れ
が
起
こ
り
、
最
大
震
度
は
７
程
度

と
考
え
ら
れ
た
。

古
代
史
は
ア
イ
デ
ア
勝
負

資
料
が
残
る
限
り
、
過
去
の
地
震

は
全
て
研
究
の
対
象
。「
日
本
で
は

揺
れ
の
大
き
か
っ
た
地
震
に
つ
い
て

は
か
な
り
記
述
が
残
っ
て
い
る
。
こ

れ
ほ
ど
記
録
に
よ
っ
て
過
去
を
つ
か

ま
え
ら
れ
る
国
は
世
界
で
も
珍
し

い
」
と
い
う
。「
も
っ
と
資
料
が
あ

れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
が
で
き
る

の
に
と
、
思
う
こ
と
も
あ
る
。
で
も

限
ら
れ
た
資
料
の
中
で
、
い
か
に
読

み
方
や
発
想
、
見
方
を
変
え
る
か
。

﹃
古
代
史
は
ア
イ
デ
ア
勝
負
﹄」
と
言

い
切
る
。

過
去
か
ら
学
び
、
今
に
活
か
す

い
に
し
え
の
人
々
が
自
然
災
害

に
ど
う
対
処
し
て
き
た
か
、
過
去
か

ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。「
古
く
か
ら
、

津
波
が
襲
っ
て
き
た
範
囲
を
外
す
よ

う
に
道
を
作
り
、
津
波
で
冠
水
す
る

場
所
を
避
け
て
集
落
が
で
き
る
な

ど
、
経
験
は
地
域
に
蓄
積
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
な
の
に
、
い
つ
の
日
か
忘

れ
去
ら
れ
、
近
代
で
は
新
し
い
土
地

開
発
、
街
づ
く
り
に
走
っ
て
し
ま
っ

た
。
災
害
が
起
こ
る
た
び
に
被
災
地

だ
け
の
問
題
と
し
て
終
わ
ら
せ
る
こ

と
な
く
、
今
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
、
い
つ
ど
ん
な
地
震
や
災
害
が

あ
っ
た
の
か
学
び
、
ど
う
行
動
す
る

べ
き
か
考
え
る
べ
き
だ
」。
歴
史
は

現
代
に
生
き
る
者
た
ち
の
道
し
る
べ

で
も
あ
る
。「
現
代
社
会
は
大
き
な

転
換
期
。
長
い
ス
パ
ン
で
人
間
の
社

会
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
提
示

す
る
こ
と
も
歴
史
学
を
研
究
す
る
私

た
ち
の
務
め
」

古代の災害を「シミュレーション」
歴史から進むべき道を判断

今回紹介するのは、社会文化科学研究科（文）の今津
勝紀准教授。日本古代について研究する歴史学の研究
者で、近年はコンピューターによる災害史のシミュレー
ションに力を入れている。東日本大震災の発生から、防
災への関心が高まる今、情報科学を駆使した研究を通
じ、先人たちから学ぶことの大切さを説く。


