
河
合
塾
生
の
み
な
さ
ん
と
、
河
合
塾
＆
河
合
文

化
教
育
研
究
所
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
、
こ
の
「
文

教
研
の
栞
」
を
発
行
し
ま
し
た
。

設
立
と
研
究
員

河
合
文
化
教
育
研
究
所
は
、
河
合
塾
講
師（
研

究
員
）
や
、
大
学
教
員
・
研
究
者（
現
在
は
六
名
の

主
任
研
究
員
・
特
別
研
究
員
）を
擁
し
、
河
合
塾
に

通
う
塾
生
の
み
な
ら
ず
、
同
世
代
の
人
を
対
象
に

受
験
に
限
定
さ
れ
な
い〈
知
〉の
現
場
を
提
供
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
河
合
塾
の
付
属
研
究
機
関
と
し

て
、
１
９
８
４
年
11
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

学
術
活
動

同
時
に
学
術
的
な
活
動
と
し
て
、
北
京
大
学
と

の
共
同
学
術
討
論
会
な
ど
多
く
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
や
、
河
合
臨
床
哲
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
公
開

講
座
・
セ
ミ
ナ
ー
を
数
多
く
開
催
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
と
中
国
と
韓
国

の
大
学
統
一
入
試
の
問
題
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
高
校
生
・
受
験
生
に
実
際
解
い
て
も
ら
う

「
中
・
日
・
韓
の
大
学
入
試
統
一
試
験
を
社
会
的
・

文
化
的
に
分
析
す
る
」
と
い
う
衛
星
放
送
を
使
っ

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
当
時
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
「
日
本
と
ド
イ
ツ
の
若
者
は
︱
い
ま
」

「
医
学
的
人
間
学
︱
西
欧
的
主
体
と
東
洋
的
主
体

『
生
命
論
』」
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
が
主
宰
す
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の

あ
る
26
の
研
究
会
も
あ
り
ま
す
。

出
版出

版
活
動
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ま
と
め

た
も
の
な
ど
の
単
行
本
、
研
究
成
果
を
収
め
た
研

究
論
集
、
河
合
お
ん
ぱ
ろ
す
、
数
学
シ
リ
ー
ズ
、

河
合
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
な
ど
を
出
版
し
て
い
ま
す
。

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

河
合
塾
で
実
施
さ
れ
た
講
演
会
の
中
か
ら
選
ん

で
37
冊
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
活
動
さ
れ
て

い
る
中
村
哲
さ
ん
は
（
当
時
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
ペ

シ
ャ
ワ
ー
ル
）
20
数
年
前
に
河
合
塾
で
講
演
を
行

い
、
そ
の
記
録
が
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
出
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
最
南
端
か
ら
人

類
発
祥
の
地
ア
フ
リ
カ
ま
で
人
力
に
よ
る
グ
レ
ー

ト
ジ
ャ
ー
ニ
ー
を
行
っ
た
関
野
吉
晴
さ
ん
は
、
10

回
近
く
も
河
合
塾
で
講
演
を
し
て
下
さ
っ
て
、
ブ

ッ
ク
レ
ッ
ト
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
研
究
員
が
推
薦
す
る
図
書
『
わ
た
し
が
選

ん
だ
こ
の
一
冊
』
も
編
集
し
て
み
な
さ
ん
に
お
配

り
し
て
い
ま
す
。

講
演
会

河
合
塾
各
地
区
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
講
演
会
も

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
今
、
起
こ
っ
て
い
る

生
の
社
会
現
象
の
根
幹
を
考
え
る
も
の
、
医
療
の

現
状
に
つ
い
て
、
若
者
を
取
り
巻
く
現
場
、
国
際

機
関
で
働
い
た
経
験
談
、
コ
ン
サ
ー
ト
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
も
あ
り
ま
す
。

塾
生
の
み
な
さ
ん
が
、
ふ
だ
ん
当
た
り
前
に
思

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
問
題
が
投
げ
か
け
ら

れ
、
異
な
る
考
え
方
や
世
界
に
触
れ
る
こ
と
で
、

立
ち
止
ま
っ
て
何
か
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
れ

ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
み
な
さ
ん
の
席

が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
参

加
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
化
も
現

在
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す

ま
た
、
講
演
会
で
は
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を

そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
疑
問
に

思
っ
た
こ
と
を
講
演
者
に
質
問
す
る
質
疑
応
答
が

と
て
も
刺
激
的
な
空
間
を
作
り
ま
す
。
知
的
好
奇

心
を
い
だ
き
、
批
判
的
な
精
神
で
講
演
者
の
語
る

世
界
に
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

河
合
塾
は
単
な
る
受
験
予
備
校
で
な
く
、
ふ
だ

ん
の
授
業
の
プ
ラ
スα
と
し
て
、
教
職
員
が
一
体

と
な
っ
て
「
場
」
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
河
合
文

化
教
育
研
究
所
の
活
動
を
は
じ
め
と
し
て
、
河
合

塾
の
様
々
な
文
化
活
動
に
注
目
し
て
有
意
義
な
予

備
校
生
活
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

河
合
文
化
教
育
研
究
所《
文
教
研
》

と
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。

昨
年
3
月
11
日
、
大
地
震
と
と
も
に
三
陸
海
岸

を
大
津
波
が
襲
っ
た
。
明
治
以
後
、
三
陸
海
岸
を

大
津
波
が
襲
っ
た
の
は
今
回
が
４
度
目
で
あ
る
。

吉
村
昭
（
1
9
2
7
︱
2
0
0
6
）
と
い
う
作

家
が
い
る
。
彼
は
何
度
も
東
北
、
な
か
で
も
三
陸

地
方
を
尋
ね
歩
き
『
三
陸
海
岸
大
津
波
』
と
い
う

本
を
書
い
て
い
る
。
当
時
87
歳
で
明
治
29
年
の
大

津
波
も
経
験
し
た
早
野
幸
太
郎
と
い
う
老
人
を
は

じ
め
、
何
人
も
の
人
を
取
材
し
て
い
る
。
そ
し
て

大
地
震
、
大
津
波
の
一
月
ほ
ど
前
か
ら
未
曾
有
の

大
漁
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
津
波
の
来
る
直
前
に
大

砲
の
砲
声
の
よ
う
な
も
の
が
何
度
も
聞
か
れ
た
、

な
ど
の
前
兆
話
を
拾
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
大
津
波
の
も
た
ら
し
た
悲
惨
な
被
害

も
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
三
陸
海
岸

を
旅
す
る
度
に
、
私
は
、
海
に
む
か
っ
て
立
つ
異

様
な
ほ
ど
の
厚
さ
と
長
さ
を
も
つ
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
堤
防
に
眼
を
み
は
る
。
…
…
が
、
そ
の
姿

は
、
一
言
に
し
て
言
え
ば
大
袈
裟
す
ぎ
る
と
い
う

印
象
を
受
け
る
」
と
書
い
て
い
る
。
三
陸
海
岸
の

大
津
波
を
、
研
究
し
尽
く
し
た
吉
村
昭
に
し
て
さ

え
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
し
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
堤
防
す
ら
破
壊
し
た
昨
年
の
大
津
波
が
、
い

か
に
前
代
未
聞
の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
吉
村
は
『
三
陸
海
岸
大
津
波
』
を

書
く
た
め
に
現
地
に
足
を
運
び
、
に
お
い
を
嗅
ぎ
、

人
か
ら
話
を
聞
き
、
資
料
を
調
べ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
彼
の
作
品
に
は
事
実
の
重
さ
が
満
ち
て
い
る
。

後
年
に
入
っ
て
事
実
の
重
さ
に
惹
か
れ
る
よ
う

に
、
彼
は
記
録
文
学
に
傾
斜
す
る
。『
零
式
戦
闘

機
』
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
第
二
次
大
戦
前
半
、
戦

闘
機
と
し
て
必
須
な
速
力
、
上
昇
力
、
航
続
距
離
、

旋
回
性
能
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
他
国
の
戦
闘
機

を
寄
せ
付
け
な
い
世
界
最
強
の
戦
闘
機
だ
。

し
か
し
吉
村
は
本
著
で
は
零
戦
の
華
麗
な
戦
闘

振
り
を
も
っ
ぱ
ら
追
う
の
で
は
な
い
。
零
戦
の
設

計
に
あ
た
っ
た
人
、
場
所
、
経
過
な
ど
事
実
を
追

い
求
め
て
い
る
の
だ
。
す
る
と
意
外
な
こ
と
が
浮

上
し
て
く
る
。

零
戦
は
当
初
、
三
菱
重
工
業
名
古
屋
航
空
機
製

作
所
で
開
発
さ
れ
製
作
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
は
港

の
近
く
で
飛
行
場
は
な
い
。
最
寄
の
飛
行
場
と
い

え
ば
岐
阜
県
の
各
務
原
飛
行
場
で
あ
っ
た
。
完
成

し
た
零
戦
を
、
そ
こ
ま
で
運
搬
す
る
の
に
牛
車
や

馬
車
が
使
わ
れ
た
。

あ
ら
ゆ
る
近
代
技
術
の
集
約
で
あ
る
零
戦
が
、

な
ん
と
平
安
朝
の
貴
族
よ
ろ
し
く
牛
車
や
馬
車
で
、

未
舗
装
の
凸
凹
道
を
運
ば
れ
て
い
く
の
だ
。
48
キ

ロ
の
道
を
24
時
間
か
け
て
運
ば
れ
て
い
く
の
だ
。

こ
れ
こ
そ
近
代
技
術
の
粋
と
、
時
代
遅
れ
の
イ
ン

フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
（
社
会
資
本
）
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
を
、
痛
烈
に
あ
ぶ
り
だ
す
冷
厳
な
事
実
で

は
な
い
か
。
重
い
事
実
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
『
戦
艦
武
蔵
』
で
は
ま
た
し
て
も
意
外

な
事
実
を
、
吉
村
は
繰
り
出
し
て
く
る
。

武
蔵
は
大
和
の
姉
妹
艦
だ
。
大
和
は
呉
の
造
船

所
で
造
ら
れ
、
武
蔵
は
長
崎
で
造
ら
れ
た
。
艦
の

全
長
は
263
メ
ー
ト
ル
、
最
大
巾
38
・
9
メ
ー
ト
ル
、

46
セ
ン
チ
口
径
の
主
砲
9
門
を
持
つ
こ
の
世
界
最

大
の
機
密
兵
器
の
巨
艦
を
、
世
間
の
目
か
ら
ど
う

隠
し
た
ら
よ
い
の
か
。

呉
は
も
と
も
と
軍
港
な
の
で
さ
し
て
問
題
は
な

い
。
問
題
な
の
は
長
崎
で
あ
る
。
海
軍
は
な
ん
と

棕�
�

櫚�

の
カ
ー
テ
ン
で
全
艦
を
覆
う
こ
と
を
発
想
し

た
。
そ
の
た
め
に
は
膨
大
な
量
の
棕
櫚
が
要
る
。

海
軍
は
日
本
中
の
棕
櫚
と
い
う
棕
櫚
を
集
め
た
。

そ
し
て
巨
艦
を
覆
っ
た
。

吉
村
は
何
度
も
長
崎
に
足
を
運
び
、
関
係
者
や

市
民
か
ら
話
を
聞
き
、
つ
い
に
武
蔵
造
艦
の
ベ
ー

ル
を
剥
が
す
。
そ
し
て
書
か
れ
た
の
が
『
戦
艦
武

蔵
』
で
あ
る
。

ど
う
で
す
。
事
実
の
重
さ
が
分
か
っ
た
で
し
ょ

う
。
さ
あ
君
も
事
実
の
重
さ
の
探
索
に
入
っ
て
く

だ
さ
い
。
た
と
え
ば
数
学
と
い
う
事
実
。
数
学
は

誰
が
作
っ
た
の
か
、
数
学
を
学
ん
で
ど
う
人
間
が

変
わ
る
の
か
。
数
学
は
将
来
役
に
立
つ
の
か
。
な

ど
な
ど
。

1

文
教
研
の

文
教
研
の

栞栞
2012. 夏
発行・編集

河合文化教育研究所

丹
羽
健
夫

事
実
の
重
さ

研
究
室
お
ち
こ
ち

木村敏主任研究員主宰の 2000 年から始まった、
精神科医と哲学者が一堂に集まるシンポジウムです。

河合臨床哲学シンポジウム

河合塾では、ふだんの授業にプラスαとしてさまざ
まな文化活動を行っています。みなさんが身近に直
接参加できるものとして、講演会、コンサート、教養
講座などがあります。

河合塾福岡校での講演会「福島原発事故―原発
を今後どうすべきか」で生徒が質問に立っている場
面です。

河合塾各地区での文化講演会 �
福
島
原
発
事
故

小
出
裕
章
���解
説
��青
木
裕
司
���9
0
0
円

鷲田清一（わしだ・きよかず）先生
は、1987年 6月、河合塾大阪校で
「ファッションという装置」を講演
され、河合ブックレットになりま
した。

�
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
装
置

鷲
田
清
一
���解
説
��竹
国
友
康
���7
5
0
円

2011年9月17日河合塾北九州校、9
月18日河合塾福岡校において、小出裕章
京都大学原子炉実験所助手の講演会「福島
原発事故―原発を今後どうすべきか」が開
催されました。どちらの会場にも、立錐の
余地がないほどの生徒、教職員が集まり、
講演のあとには、2時間以上も活発な質疑
応答が続きました。その記録は2012年4
月、河合ブックレットとして発行されまし
た。

2012年��第12回��河合臨床哲学シンポジウムのご案内
臨床哲学とは何か

今年度の講演者は、哲学者の鷲田清一大谷大学教授と、
精神医学者の木村敏主任研究員です。
臨床哲学について多くの発言があるお二人の講演は、
今からたいへん注目され、話題になっています。

※お二人の評論は大学入試センター試験に出題されました。

木村　敏
2012年度「国語」第一問「境界としての自己」が出題

鷲田清一
2011年度「国語」第一問「身ぶりの消失」が出題

�日　程：2012年12月16日㈰
11時〜18時

�場　所：東京大学鉄門記念講堂

�講演者
〈精神医学〉木村　敏

（河合文化教育研究所）
〈哲学〉鷲田清一（大谷大）

�コメンテーター
〈精神医学〉鈴木國文（名大）

兼本浩祐（愛知医科大）
〈哲学〉野家啓一（東北大）

出口康夫（京大）

�司　会：谷　　徹（立命館大）　
内海　健（東京藝大）



昨
年
と
う
と
う
80
歳
台
に
入
っ
て
、
見
か
け
も

中
身
も
す
っ
か
り
老
人
に
な
り
ま
し
た
。
歩
く
速

度
が
非
常
に
遅
く
な
っ
て
、
ひ
と
と
一
緒
に
歩
く

と
き
に
迷
惑
を
か
け
る
の
で
困
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
で
、
な
ん
と
か
脚
を
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
、
定
年
後
に
始
め
た
毎
日
の
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
は
欠
か
さ
ず
続
け
て
い
ま
す
。
嵐
山
の
自
宅
か

ら
2
キ
ロ
ほ
ど
の
松
尾
橋
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
小
さ
な
喫
茶
店
ま
で
、
書
物
と
パ
ソ
コ
ン
を
入

れ
た
か
な
り
重
い
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
歩
き
ま

す
。
そ
の
店
で
机
ひ
と
つ
を
占
領
し
て
2
時
間
ほ

ど
仕
事
を
し
（
大
体
は
翻
訳
が
多
い
で
す
が
論
文

も
書
き
ま
す
）、
ま
た
同
じ
道
を
歩
い
て
帰
り
ま
す
。

往
復
4
キ
ロ
強
で
し
ょ
う
か
。
歩
く
と
い
う
の
は

ほ
ん
と
に
気
持
ち
の
い
い
も
の
で
す
が
、
こ
の
と

こ
ろ
は
そ
れ
も
か
な
り
き
つ
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

な
に
よ
り
も
転
ば
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
ま

す
。
こ
の
年
に
な
っ
て
骨
折
す
る
と
大
変
で
す
か
ら
。

仕
事
の
方
は
相
変
わ
ら
ず
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば

か
り
し
て
い
ま
す
。
論
文
を
書
い
て
も
講
演
を
し

て
も
、
い
つ
も
同
じ
話
題
ば
か
り
で
、
ま
る
で
新

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
年
寄
り
の
話
は
く
ど
い
も
の

と
相
場
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
読
み
手
や
聞
き

手
を
退
屈
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
ば
か
り

考
え
て
い
ま
す
。
今
年
の
7
月
に
京
都
で
国
際
的

な
西
田
哲
学
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

公
開
講
演
を
頼
ま
れ
て
引
き
受
け
ま
し
た
。
そ
れ

と
12
月
に
は
東
京
で
毎
年
恒
例
の
「
河
合
臨
床
哲

学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
か
れ
る
の
で
す
が
、
そ

こ
で
も
「
臨
床
哲
学
と
は
な
に
か
」
と
い
う
基
本

的
な
話
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
し
て
も
二
回
に
わ
た
っ
て
同
じ
よ
う
な
話
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
ど
う
味
付

け
を
す
れ
ば
退
屈
を
さ
せ
な
い
で
す
む
か
、
そ
れ

が
今
年
の
最
大
の
難
問
で
す
。

研
究
の
ほ
う
は
そ
ん
な
こ
と
で
す
が
、
た
っ
た

ひ
と
つ
自
慢
で
き
る
こ
と
は
と
い
え
ば
、
ま
だ
臨

床
の
仕
事
も
続
け
て
い
る
こ
と
で
す
。
週
1
回
の

外
来
診
療
だ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
患
者
さ
ん
と
の

人
間
関
係
を
持
ち
続
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
私
の
研

究
活
動
の
最
大
の
活
力
源
で
す
か
ら
、
こ
れ
だ
け

は
な
ん
と
か
継
続
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

木
村
��敏
（
き
む
ら
・
び
ん
）

京
都
大
学
医
学
部
卒
。

専
攻
・
精
神
医
学
、
精
神
病
理
学
。
医
学
博
士
。
京
都

大
学
名
誉
教
授
。
ド
イ
ツ
精
神
神
経
学
会
お
よ
び
ド
イ

ツ
現
存
在
分
析
学
会
特
別
会
員
。

「
あ
い
だ
」
を
軸
に
し
た
独
自
の
自
己
論
で
内
外
に
大

き
な
衝
撃
を
与
え
、
近
年
は
環
境
に
相
即
す
る
主
体
を

核
と
し
た
生
命
論
を
展
開
中
。

1
9
8
1
年
第
3
回
シ
ー
ボ
ル
ト
賞
（
ド
イ
ツ
）、

1
9
8
5
年
第
1
回
エ
グ
ネ
ー
ル
賞
（
ス
イ
ス
）、『
木

村
敏
著
作
集
』
第
7
巻
が
2
0
0
2
年
度
第
15
回
和
辻

哲
郎
文
化
賞
受
賞
、『
精
神
医
学
か
ら
臨
床
哲
学
へ
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
が
2
0
1
0
年
度
毎
日
出
版
文

化
賞
受
賞
。
2
0
1
1
年
度
(第
30
回
)京
都
府
文
化
賞

特
別
功
労
賞
を
受
賞
。

著
書
：『
時
間
と
自
己
』『
分
裂
病
と
他
者
』『
偶
然
性
の

精
神
病
理
』『
自
己
・
あ
い
だ
・
時
間
』『
関
係
と
し
て

の
自
己
』『
生
命
と
現
実
』
ほ
か
多
数
。『
木
村
敏
著
作

集
』
全
8
巻
。
河
合
文
化
教
育
研
究
所
か
ら
も
『
人
と

人
と
の
あ
い
だ
の
病
理
』『
か
ら
だ
・
こ
こ
ろ
・
生
命
』

（
河
合
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）、『
分
裂
病
の
詩
と
真
実
』、
中

村
雄
二
郎
氏
と
の
共
同
監
修
に
よ
る
思
想
年
報
『
講
座

生
命
』
第
４
〜
7
巻
、
坂
部
恵
氏
と
の
共
同
監
修
に
よ

る
臨
床
哲
学
シ
ン
ポ
論
集
『
身
体
・
気
分
・
心
』『〈
か

た
り
〉
と
〈
つ
く
り
〉』
野
家
啓
一
氏
と
の
共
同
監
修

に
よ
る
臨
床
哲
学
シ
ン
ポ
論
集
『
空
間
と
時
間
の
病

理
』
を
刊
行
。「
河
合
臨
床
哲
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を

主
宰
し
、
精
神
医
学
と
哲
学
の
課
題
の
重
な
る
と
こ
ろ

で
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
を
提
出
す
る
。

空
間
と
時
間
の
病
理

臨
床
哲
学
の
諸
相

木
村
�敏
・
野
家
啓
一
��監
修
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長
年
や
っ
て
き
た
魏
晋
南
北
朝
・
隋
唐
史
の
研

究
を
ひ
と
先
ず
棚
上
げ
に
し
て
、
い
ま
現
代
中
国

の
勉
強
に
熱
中
し
て
い
る
。
現
代
中
国
の
動
き
は
、

歴
史
を
目
の
あ
た
り
に
見
る
よ
う
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
で
緊
迫
感
が
あ
る
。

30
年
来
の
市
場
経
済
導
入
政
策
で
、
中
国
は
急

速
な
経
済
発
展
を
遂
げ
、「
世
界
の
工
場
」
と
言

わ
れ
る
ま
で
に
成
長
し
た
。
い
ま
や
経
済
大
国
、

さ
ら
に
は
軍
事
大
国
へ
の
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
走

っ
て
い
る
。

そ
の
反
面
、
そ
の
成
長
が
も
た
ら
し
た
負
の
現

象
も
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
官
僚
の
腐
敗
・

汚
職
を
初
め
と
し
て
、
国
民
間
の
所
得
格
差
の
拡

大
、
環
境
汚
染
、
食
品
公
害
、
思
想
・
行
動
に
対

す
る
き
び
し
い
統
制
等
々
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が

な
い
。
民
衆
の
政
府
・
党
に
対
す
る
不
満
・
憎
悪

は
年
を
追
っ
て
社
会
内
部
に
沈
殿
蓄
積
し
、
頻
々

と
し
て
反
政
府
騒
擾
事
件
を
生
み
出
す
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
汚
職
官
僚
の
摘
発
と
攻
撃
も
、

す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
る
。

中
国
に
は
昔
か
ら
「
君
は
舟
、
民
は
水
」
の
た

と
え
が
あ
る
。
舟
を
載
せ
て
運
ぶ
水
が
一
旦
荒
れ

狂
う
と
舟
は
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
う
。
中
国
歴

代
の
王
朝
革
命
の
多
く
は
、
そ
こ
か
ら
起
っ
た
。

こ
の
言
葉
は
現
在
の
為
政
者
た
ち
も
よ
く
口
に
し

て
戦
々
兢
々
と
し
て
い
る
が
、
も
は
や
後
戻
り
は

で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

人
口
の
半
ば
を
越
え
る
農
民
も
、
貧
困
と
地
方

官
僚
の
不
法
な
政
策
に
苦
し
ん
で
い
る
。
私
が
注

目
す
る
の
は
、
そ
の
農
民
の
な
か
に
、
法
に
保
証

さ
れ
た
権
利
の
侵
害
に
抗
議
し
て
、
地
方
政
府
と

対
決
し
て
闘
う
集
団
が
各
地
に
生
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
彼
ら
は
維
権
農
民
(権
利
を
守
る
農
民
)と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
教
育
水
準
も
さ
し
て
高
く
な

い
彼
ら
が
自
ら
法
律
を
学
習
し
て
、
官
と
渡
り
合

う
姿
は
、
従
来
の
歴
史
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新

し
い
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
農
民
は
官
の
不

法
を
忍
従
す
る
か
、
そ
れ
が
限
度
に
達
し
て
暴
動

に
走
る
か
、
二
つ
の
道
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し

今
や
維
権
運
動
と
い
う
、
第
三
の
道
が
開
け
て
き

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
農
民
が
よ
う
や
く
近

代
的
公
民
と
し
て
成
長
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
よ
う
な
先
進
国
は
、
農

村
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
工
業
的
近
代
化
を
遂
げ

て
き
た
（
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
、
日
本

の
戦
後
）。
今
日
の
中
国
も
基
本
的
に
同
じ
コ
ー
ス

を
た
ど
っ
て
い
る
。
か
の
横
暴
な
土
地
収
用
は
、

そ
の
如
実
な
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
維
権
運

動
が
中
核
と
な
っ
て
官
僚
の
干
渉
を
排
除
し
、
真

に
農
民
の
手
に
よ
る
郷
村
共
同
体
が
建
設
で
き
る

な
ら
ば
、
中
国
の
近
代
化
は
お
の
ず
か
ら
異
な
っ

た
世
界
を
創
り
出
さ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
れ

ば
、「
近
代
化
即
工
業
化
」（
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
）
と

い
う
従
来
の
観
念
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。

こ
れ
は
私
一
個
人
の
夢
想
で
あ
っ
て
、
実
情
に

お
け
る
農
民
の
前
途
は
た
と
え
よ
う
も
な
く
き
び

し
い
。
し
か
し
昨
年
広
東
省
の
鳥
坎
（
ウ
ー
カ
ン
）

村
で
起
っ
た
事
件
は
、
中
国
農
民
の
た
く
ま
し
い

力
を
示
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
村
の
幹
部
が
村
民

の
共
有
地
を
勝
手
に
企
業
に
売
り
飛
ば
し
た
こ
と

に
端
を
発
し
、
村
民
た
ち
が
村
に
バ
リ
ケ
ー
ド
を

作
っ
て
政
府
と
対
峙
し
て
戦
っ
た
事
件
で
あ
る
。

こ
の
過
程
で
彼
ら
は
自
主
的
に
自
治
組
織
を
作
り
、

官
の
干
渉
の
な
い
村
を
実
現
し
た
。
広
東
省
も
こ

れ
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
完

全
な
村
民
自
治
の
村
の
実
現
は
画
期
的
だ
と
し
て
、

全
国
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
言
え
ば
、
こ
の
闘
争
で
は
、
出
稼
ぎ
に
行
っ

て
い
た
青
年
農
民
工
た
ち
が
目
ざ
ま
し
い
働
き
を

し
た
。
I
T
技
術
を
駆
使
し
て
情
況
を
国
の
内
外

に
伝
え
た
た
め
、
海
外
の
マ
ス
コ
ミ
に
も
大
々
的

に
取
り
上
げ
ら
れ
、
戦
い
を
有
利
に
し
た
の
だ
っ

た
。中

国
農
民
の
自
己
に
目
覚
め
て
ゆ
く
姿
は
、
私

の
よ
う
な
老
齢
、
身
障
の
者
に
も
勇
気
を
与
え
て

く
れ
る
。
そ
の
パ
ワ
ー
に
触
発
さ
れ
て
、
昨
年
、

今
年
と
別
記
の
よ
う
な
論
文
を
発
表
し
た
。
私
の

中
国
農
民
オ
タ
ク
は
当
分
続
き
そ
う
で
あ
る
。

2

土
地
を
奪
わ
れ
ゆ
く
農
民
た
ち

中
国
農
村
に
お
け
る
官
民
の
闘
い

王
国
林
著

谷
川
道
雄
��監
訳
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中
田
和
宏
・
田
村
俊
郎
��訳

中
国
の
農
村
と
農
民
を
犠
牲
に
し
て
超
大
国
へ

と
脱
皮
し
た
中
国
は
、「
共
産
党
」と「
市
場
経

済
」の
結
合
が
底
な
し
の
腐
敗
を
生
み
出
し
、

農
民
か
ら
土
地
と
生
き
る
糧
を
不
法
に
奪
って

い
る
。
こ
の
現
実
に
抗
し
て
立
ち
上
が
ろ
う
と

す
る
農
民
た
ち
一
人
一
人
か
ら
聞
き
取
った
貴

重
な
記
録
を
も
と
に
中
国
の
農
村
問
題
の
核

心
を
明
か
す
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

谷
川
道
雄
（
た
に
が
わ
・
み
ち
お
）

京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
。

専
攻
・
中
国
中
世
（
魏
晋
南
北
朝
・
隋
唐
）
史
。
文
学
博
士
。
京
都
大
学
名
誉
教
授
。

北
京
大
学
・
武
漢
大
学
客
員
教
授
。

中
国
史
を
史
的
唯
物
論
の
定
式
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
戦
後
の
中
国
史
学
の

流
れ
に
反
省
と
批
判
を
加
え
共
同
体
論
的
観
点
を
導
入
し
て
広
汎
な
論
争
を
引
き
起

こ
す
と
と
も
に
、
中
国
史
学
を
活
性
化
し
新
し
い
地
平
を
拓
く
。

著
書
：『
中
国
中
世
社
会
と
共
同
体
』『
世
界
帝
国
の
形
成
』『
隋
唐
帝
国
形
成
史
論
』

『
中
国
中
世
の
探
求
』
他
多
数
。
こ
の
う
ち
、
前
二
著
は
そ
れ
ぞ
れ
北
京
と
台
北
か

ら
中
国
語
訳
が
出
版
さ
れ
、
ま
た
『
共
同
体
』
の
一
部
が
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
よ
り
英
訳
出
版
さ
れ
た
。『
隋
唐
帝
国
形
成
史
論
』
は
2
0
0
4
年
秋
上

海
か
ら
中
国
語
訳
が
刊
行
さ
れ
た
。
河
合
文
化
教
育
研
究
所
か
ら
も
編
著
書
『
戦
後

日
本
の
中
国
史
論
争
』『
中
国
史
と
は
私
た
ち
に
と
っ
て
何
か
』（
河
合
お
ん
ぱ
ろ
す

特
別
号
）、『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
』（
河
合
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）
を
刊
行
。
現
在

も
引
き
続
き
中
国
中
世
貴
族
の
社
会
生
活
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
つ
つ
、
中
国
史
を

古
代
か
ら
現
代
ま
で
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
方
法
の
問
題
に
も
挑
戦
し
て
い
る
。
最
近

は
と
く
に
現
代
中
国
の
農
民
の
維
権
（
権
利
擁
護
）
運
動
に
関
心
を
も
ち
、
不
法
な

政
府
の
土
地
収
用
と
そ
れ
に
対
す
る
農
民
の
抵
抗
を
扱
っ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
作
品

『
失
地
農
民
調
査
』（
王
国
林
著
、
2
0
0
9
年
）
を
共
同
翻
訳
し
、
2
0
1
0
年
文

教
研
よ
り
『
土
地
を
奪
わ
れ
ゆ
く
農
民
た
ち
��中
国
農
村
に
お
け
る
官
民
の
闘
い
』
と

い
う
書
名
で
出
版
。
2
0
1
1
年
に
は
「
中
国
現
代
農
民
維
権
活
動
覚
書
」（『
研
究

論
集
』
第
8
集
）
を
発
表
、
本
年
は
「
共
同
研
究
：
現
代
中
国
農
民
の
維
権
（
権
利

擁
護
）
運
動
︱
中
国
学
界
の
討
論
を
め
ぐ
っ
て
︱
（
中
田
和
宏
・
田
村
俊
郎
両
氏
と

の
共
著
、『
研
究
論
集
』
第
9
集
）
を
発
表
し
た
。

木
村
　
敏

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
こ
と
な
ど

谷
川
道
雄

中
国
農
民
に
夢
を
託
す

◉木村　敏（精神病理学） ◉谷川道雄（東洋史）　

◉中川久定（仏文学史・思想史） ◉長野　敬（生物学）

◉丹羽健夫（教育学） ◉渡辺京二（日本近代思想史）

主任研究員・特別研究員

このごろ思うこと

―前近代史からの考察―
中国農民の歴史的推移をたどりながら、
現代維権運動の特質と必然性を明らかにする。
�日　時：2012年7月22日㈰　13時〜18時
�会　場：龍谷大学大宮キャンパス清和館３Fホール
�講演者：谷川道雄（河合文化教育研究所）、高木智

見（山口大）、馬彪（山口大）、葭森健介
（徳島大）、小林義廣（東海大）、小野泰
（河合文化教育研究所）、大谷敏夫（鹿児
島大学名誉教授）、吉尾寛（高知大）

�司　会：谷口規矩雄（大阪大学名誉教授）、福原啓
郎（京都外国語大）、河上洋（河合文化教
育研究所）、柴田幹夫（新潟大）

�進　行：中田和宏（河合文化教育研究所）、田村俊
郎（河合文化教育研究所）

�主　催：河合文化教育研究所
内藤湖南研究会・東アジアの歴史と現代研究会��
共同企画

現代中国農民運動の意義



昭
和
６
年
に
愛
知
県
教
育
会
は
県
下
の
全
小
学

校
に
依
頼
を
出
し
た
。「
あ
な
た
の
学
校
の
周
辺
で
、

む
か
し
寺
子
屋
に
通
っ
た
経
験
の
あ
る
老
人
を
探

し
出
し
、
寺
子
屋
の
話
を
聞
け
。
調
査
項
目
は
以

下
の
15
項
目
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
先

生
方
が
発
掘
し
た
寺
子
屋
数
1
、
8
7
0
件
の
記

録
が
残
っ
て
い
る
。
私
は
そ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
謝

儀
、つ
ま
り
授
業
料
に
重
点
を
お
い
て
調
べ
て
み
た
。

金
納
つ
ま
り
お
金
で
授
業
料
を
払
う
ケ
ー
ス
、

農
産
物
な
ど
物
納
の
ケ
ー
ス
、
授
業
料
な
ど
取
ら

ぬ
ケ
ー
ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
地
域
に
よ

っ
て
パ
タ
ー
ン
が
似
て
い
る
。
名
古
屋
を
は
じ
め

尾
張
西
部
は
金
納
が
多
く
、
東
へ
進
ん
で
三
河
地

区
に
入
る
に
つ
れ
て
物
納
が
多
く
な
り
、
三
河
山

間
部
で
は
何
も
取
ら
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
貨

幣
経
済
、
商
品
経
済
の
浸
透
度
に
直
結
し
て
い
る
。

ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
物
納
地
帯
、
何
も
取
ら

な
い
地
帯
に
な
る
ほ
ど
、
寺
子
屋
師
匠
と
寺
子

（
生
徒
）
や
保
護
者
の
人
的
関
係
が
深
く
な
る
よ
う

に
思
え
る
。

ま
た
国
際
的
学
力
テ
ス
ト
で
成
績
が
常
に
上
位

の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
と
よ
く
似
た
点
が
い
く
つ

も
あ
る
。
例
え
ば
上
級
生
が
下
級
生
を
教
え
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
ク
ン
ミ
と
称
し
て
い
る
が
、
人

数
が
多
い
寺
子
屋
で
も
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
。

共
通
点
で
決
定
的
な
の
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
師

も
寺
子
屋
師
匠
も
社
会
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

く
わ
し
く
は
こ
の
四
月
に
上
梓
さ
れ
た
『
愛
知
の

寺
子
屋
』（
風
媒
社
刊
）
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

丹
羽
健
夫
（
に
わ
・
た
け
お
）

名
古
屋
大
学
経
済
学
部
卒
。

名
古
屋
外
国
語
大
学
客
員
教
授
。

1
9
6
7
年
よ
り
河
合
塾
勤
務
。
以
来
一
貫
し
て
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
作
成
、生
徒
指
導
、
教
員
確
保
、生
徒
募
集
に

従
事
、
進
学
教
育
本
部
長
、
理
事
と
し
て
河
合
塾
の
み

な
ら
ず
、
日
本
の
予
備
校
教
育
の
責
任
を
担
っ
て
き
た
。

現
在
は
中
等
・
高
等
教
育
問
題
等
の
出
稿
、
高
等
学

校
・
大
学
で
の
講
演
等
を
こ
な
し
、
教
育
の
現
場
か
ら

制
度
ま
で
教
育
全
般
に
つ
い
て
幅
広
く
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

発
信
を
続
け
る
。
最
近
手
が
け
て
い
る
研
究
と
し
て
は

「
寺
子
屋
の
授
業
料
」「
寺
子
屋
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教

育
・
そ
し
て
日
本
の
教
育
」
が
あ
る
。

著
書
：『
予
備
校
が
教
育
を
救
う
』『
悪
問
だ
ら
け
の
大

学
入
試
』『
眠
ら
れ
ぬ
受
験
生
の
た
め
に
』『
愛
知
の
寺

子
屋
』

『
親
と
子
の
大
学
入
試
』（
共
著
）

『
星
の
王
子
・
王
女
た
ち
の
留
学
物
語
』（
監
修
）

進
化
の
大
原
則
の
一
つ
は
、
自
然
選
択
の
結
果

と
し
て
適
当
な
者
が
残
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で
「
適

当
」
で
あ
る
こ
と
の
基
準
は
、
概
し
て
個
々
の
個

体
が
、
環
境
の
も
と
で
ど
れ
だ
け
具
合
よ
く
生
き

続
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
は
必
ず
し
も
不
都
合
で
な
い
理
解
だ
と
し
て

も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
環
境
が
静
的
で
不
動
の
も

の
と
い
う
感
じ
が
強
す
ぎ
る
。
小
鳥
が
小
枝
や
葉

を
運
ん
で
き
て
快
適
な
巣
を
つ
く
る
と
き
、
小
鳥

は
環
境
に
は
た
ら
き
か
け
て
そ
れ
を
変
え
て
い
る
。

だ
か
ら
環
境
も
動
的
に
変
わ
る
と
い
う
視
点
が
、

も
っ
と
強
調
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
し
先
回

り
し
て
、
鳥
の
巣
づ
く
り
も
進
化
に
よ
っ
て
育
っ

て
き
た
行
動
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
言
っ

て
し
ま
う
と
、
こ
の
よ
う
に
先
手
を
打
っ
て
解
答

が
与
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
問
題
は
解
消
し
、
存

在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
個
体
（
生
物
体
）
側

に
ま
で
出
張
サ
ー
ビ
ス
す
る
「
還
元
論
」
に
よ
っ

て
、
環
境
の
動
的
性
格
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
と
に
人
類
の
場
合
に
は
環

境
を
改
変
す
る
能
力
の
巨
大
さ
を
、
進
化
に
お
け

る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
も
っ
と
注
目
す
る
べ
き

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
た
矢
先
の

一
年
前
に
、
震
災
と
津
波
が
生
じ
た
。
や
は
り
最

終
的
に
は
、
変
え
ら
れ
な
い
巨
大
な
環
境
と
し
て

地
球
そ
の
も
の
（
地
殻
の
構
造
、
プ
レ
ー
ト
テ
ク

ト
ニ
ク
ス
）
が
あ
る
の
だ
っ
た
。
ま
た
太
陽
は
生

命
に
と
っ
て
、
そ
の
大
き
さ
も
地
球
か
ら
の
距
離

も
原
初
以
来
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
巨

大
原
子
炉
で
あ
り
、
こ
の
初
期
条
件
を
無
視
し
て

人
類
が
組
み
込
ん
だ
地
球
上
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
利

用
活
動
（「
つ
い
に
太
陽
を
と
ら
え
た
」）
が
、
そ

の
無
理
さ
を
露
呈
し
た
の
が
原
発
事
故
の
姿
だ
っ

た
。
古
い
時
代
の
人
類
に
と
っ
て
、
地
震
と
か
津

波
は
不
機
嫌
な
大
ナ
マ
ズ
あ
る
い
は
海
神
の
怒
り

の
現
れ
だ
っ
た
。
現
代
が
そ
の
よ
う
な
擬
人
的
な

迷
信
や
超
自
然
の
力
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
た
と

え
ば
地
震
の
原
因
が
大
地
を
載
せ
て
い
る
プ
レ
ー

ト
の
相
互
間
の
滑
り
で
あ
る
こ
と
を
突
き
と
め
、

滑
り
か
ら
生
ず
る
波
動
を
Ｐ
波
、
Ｓ
波
な
ど
と
分

析
し
て
、
実
際
の
揺
れ
に
、
ご
く
僅
か
に
せ
よ
先

立
っ
て
、「
緊
急
警
報
」
を
発
す
る
こ
と
が
で
き

る
ま
で
に
解
明
で
き
た
こ
と
は
、
科
学
知
識
の

「
勝
利
」
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
解

明
も
結
局
は
、
滑
り
が
現
実
に
生
ず
る
可
能
性
は

「
今
後
30
年
間
に
70
パ
ー
セ
ン
ト
」
な
ど
と
、
確

率
で
も
の
を
言
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
原
発
事

故
の
原
因
で
あ
る
放
射
能
に
つ
い
て
も
、
半
減
期

が
何
年
と
、
物
理
的
に
理
解
は
精
密
に
進
ん
で
も
、

人
体
が
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
て
も
平
気
な
よ
う
に

変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
物
は
︱
︱
そ
し
て
当

然
人
間
も
︱
︱
、
最
終
的
に
は
大
き
な
地
球
環
境

が
与
え
て
い
る
制
約
の
も
と
で
生
き
続
け
る
ほ
か

は
な
い
。
現
代
以
後
の
人
類
進
化
の
姿
は
、
こ
う

し
た
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

長
野
　
敬
（
な
が
の
・
け
い
）

東
京
大
学
理
学
部
植
物
学
科
卒
。

専
攻・生
物
学
。
医
学
博
士
。
自
治
医
科
大
学
名
誉
教
授
。

細
胞
膜
の
イ
オ
ン
輸
送
酸
素
の
遺
伝
子
構
造
を
決
定
し

世
界
の
遺
伝
子
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
る
。
細
胞
か
ら
生

態
系
ま
で
生
物
学
を
シ
ス
テ
ム
的
観
点
か
ら
統
一
的
に

見
る
独
自
の
方
法
論
を
と
る
。
現
在
は
こ
の
方
法
論
の

延
長
上
で
「
生
命
研
究
を
教
育
の
中
で
多
面
的
に
正
し

く
理
解
さ
せ
る
」
こ
と
を
テ
ー
マ
に
研
究
中
。

著
書
：『
生
物
学
の
旗
手
た
ち
』『
科
学
的
方
法
と
は
何

か
』『
変
容
す
る
生
物
学
』『
進
化
論
の
ら
せ
ん
階
段
』

『
生
体
の
調
節
』『
生
命
の
起
原
論
争
』『
生
命
現
象
と
調

節
』『
細
胞
の
し
く
み
』『
ウ
ィ
ル
ス
の
し
く
み
と
不
思

議
』、
他
に
共
著
、
翻
訳
書
な
ど
多
数
。

◉プロフィール

中川久定（なかがわ・ひさやす）
京都大学文学部仏文科卒。
専攻・フランス文学史・思想史。文学
博士。京都大学名誉教授。日本学士院
会員。元京都国立博物館館長。元国際
高等研究所副所長。元国際 18 世紀学
会副会長。国際 18 世紀研究センター
学術委員（フランス、フェルネ＝ヴォ
ルテール）。研究誌『ディドロ・百科全
書研究』（フランス）査読委員、研究誌

『ディドロ研究』（カナダ）評議会委員。
18 世紀フランス文学・思想の実証的比較分析を行う。1976 年辰野賞

（日本フランス語フランス文学会）、1986 年パルム・アカデミック勲
章オフィシエ級（フランス）、1993 年京都新聞文化賞、2001 年勲 2
等瑞宝章、2004 年レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ級（フラン
ス）、2007 年京都府文化賞特別功労賞受賞。
著書：『ディドロのセネカ論』『自伝の文学』『甦るルソー』『啓蒙の世
紀の光のもとで』『転倒の島』『Des�Lumières�et�du�comparatisme』、
『Introduction� à la� culture� japonaise:Essais� d'anthropologie�
réciproque』（フランス語原著に基づくスペイン語版、イタリア語版、ポ
ルトガル語版あり）、『L'image�de�l'autre�vue�d'Asie�et�d'Europe』

（éd.�par� H.�Nakagawa� et� J.�Schlobach）、『Mémoires� d'un
《moraliste�passable》』。S・カルプ編中川久定／増田真監訳『十八世
紀研究者の仕事　知的自伝』。河合文化教育
研究所からも『ディドロの〈現代性〉』（河合
ブックレット）、J・シュローバハ氏との共
同編著で 18 世紀国際シンポジウム論集の
日本語訳『18 世紀における他者のイメー
ジ』を刊行。

私はいつも、誰に対して書いているのだろ
うか。自分自身に対して�――�自分のうちに
あって、自分が表現する言葉をじっと見つめ、
その視線に耐えられないものは直ちに切り捨
てて、自らのうちに立ち現れてくる考えを、
自分自身に対して書いているのである。

私が名古屋大学教養部から京都大学文学部
に助教授として移ってきたあと、『文学部研
究紀要』に、1973 年 3 月と 1975 年 3 月と、
2度にわたって、フランス 18 世紀の著作家ド
ニ・ディドロ最晩年の、文学的遺書とも称す
べき大著『セネカ論』についての論文を発表
した。

ほどなくして私は、巻き紙に墨書された吉
川幸次郎先生からのお手紙を頂戴した（かつ
てはフランス文学科の学生であり、吉川先生
のご退官後しばらくしてから京大に勤めるこ
とになった私は、それ以前にも、当時も、中
国文学講座の教授であった吉川先生とは、な
んのつながりもなかった）。そこには、次の
ような趣旨のことがしたためられていた。―
―私は君の論文を読んだ。高度に専門的な事
柄が、誰にでも分かる平明な言葉で書かれて
いた。本当の学者でありうるための第一の要
件は、すべてを誰にでも分かる言葉によって
書く、ということである。自分は確信してい
る。君がいる限り、京大文学部は大丈夫であ
る、と。この書簡に接した時、私は 44 歳で
あった。

それよりずっと以前にさかのぼる。大学院
修士課程の学生であった私は、関西日仏学館
で、館長グロボワ先生から週一回、午前中の

授業を受けていた。毎回書き取りがあり、厳
しく採点されているうちに、最後に残った受
講生は私ひとりになった。それから学期の終
わるまでの 1か月間、土曜、日曜を除き毎朝、
私だけに 3時間の演習が行われた。狭い教室
で、辞書『リトレ・エ・ボージャン』だけを
与えられ、課題論文を書かされるのである。
その題を 1 つあげるとすれば、「事実（fait）
とは何か」であった。翌朝には答案が返され
たが、いたるところに真っ赤な斜線が引かれ
ていた。先生は一体どんな気持ちで、この誤
りだらけの答案を読まれていたのだろうか。
私はその後、東京日仏学院でフランス政府給
費留学生選抜試験を受けようとしていた。そ
の私のために、グロボワ先生が書いてくださ
った推薦文の中には、次の言葉があった。―
―中川は、「精神の独創的な形（une forme
d’esprit originale）」を備えている青年である。
それ故、彼を「特に強く（tout particulière-
ment）」推薦する、と。私は 28 歳であった。
あれから 53 年が飛び去って行った。　　
哲学者アランの弟子であったグロボワ先生

のこの評価と、吉川先生のあの文章を、かつ
て私はそのまま信じていたし、今もそのとお
りに信じている。この 2つの言葉に、私は今
も支えられながら、近くフランスで出版され
る第 4 冊目の著書に、毎日手を入れている。
――L’esprit des Lumières en France et au
Japon（『啓蒙の精神―フランスと日本』）2013
年、全 2巻、計 850ページ、パリ、Honoré
Champion社。
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近況�――�28歳から81歳まで 中 川 久 定
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十八世紀における
他者のイメージ
アジアの側から、そしてヨーロッパの側から
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去
年
は
本
を
三
冊
出
し
た
。
一
冊
は
『
女
子
学

生
、
渡
辺
京
二
に
会
い
に
行
く
』
と
い
う
、
面
映

い
タ
イ
ト
ル
。
こ
れ
は
津
田
塾
の
三
砂
ち
づ
る
先

生
が
ご
自
分
の
ゼ
ミ
生
を
熊
本
へ
率
い
て
来
ら
れ
、

さ
る
お
寺
で
二
日
間
話
し
合
っ
た
の
が
本
に
な
っ

た
も
の
。
す
べ
て
は
三
砂
先
生
と
、
亜
紀
書
房
の

足
立
恵
美
さ
ん
の
計
ら
い
で
進
行
し
た
も
の
で
、

私
は
た
だ
例
に
よ
っ
て
と
り
と
め
も
な
く
喋
り
散

ら
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
熊
本
ま
で
来

ら
れ
た
の
で
、
一
行
を
一
夕
馴
染
み
の
イ
タ
リ
ア

ン
レ
ス
ト
ラ
ン
へ
ご
招
待
し
た
の
が
楽
し
か
っ
た
。

も
う
一
冊
は
『
未
踏
の
野
を
過
ぎ
て
』
と
題
し

て
、
こ
こ
数
年
新
聞
・
雑
誌
に
書
い
た
も
の
や
講

演
を
集
め
て
一
冊
に
し
た
。
た
ま
た
ま
世
相
を
論

じ
た
も
の
を
ま
と
め
た
形
に
な
っ
て
、
小
言
幸
兵

衛
に
化
し
た
気
分
で
、
後
味
は
よ
ろ
し
く
な
い
。

も
う
こ
ん
な
文
章
は
書
く
ま
い
と
思
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
出
版
は
福
岡
市
の
弦
書
房
で
、
こ
れ
で
私

の
本
を
四
冊
も
出
し
て
下
さ
っ
た
。

さ
ら
に
も
う
一
冊
は
『
細
部
に
や
ど
る
夢
︱
私

と
西
洋
文
学
』
と
い
っ
て
、
副
題
に
も
あ
る
通
り

西
洋
文
学
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
を
ま
と
め
た
。

私
は
文
芸
評
論
家
で
も
大
学
の
外
国
文
学
部
の
先

生
で
も
な
い
か
ら
、
た
だ
少
年
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
学
へ
の
愛
を
語
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
も

福
岡
市
の
石
風
社
か
ら
出
し
て
も
ら
っ
た
。
社
主

の
福
本
満
治
さ
ん
と
は
も
う
四
十
年
を
越
す
知
り

合
い
だ
が
、
本
を
出
し
て
も
ら
う
の
は
こ
れ
が
初

め
て
。
ま
た
次
の
本
を
出
し
て
く
れ
な
い
か
な
、

な
ど
と
虫
の
好
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

以
上
に
加
え
て
、
去
年
の
暮
れ
か
ら
今
年
初
め

に
か
け
て
、
旧
著
が
三
冊
復
刊
さ
れ
た
。『
私
の

世
界
文
学
案
内
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）、『
熊
本
県

人
』（
言
視
舎
）、『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
政
治
思

想
』（
洋
泉
社
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ま
た

四
十
年
に
わ
た
る
つ
き

あ
い
の
小
川
哲
生
さ
ん

の
肝
入
り
で
あ
る
。
小

川
さ
ん
は
去
年
『
わ
た

し
は
こ
ん
な
本
を
作
っ

て
き
た
』
と
い
う
著
書

を
出
さ
れ
た
筋
金
入
り

の
編
集
者
だ
。

私
は
本
を
出
す
た
び

に
、
こ
の
世
に
ゴ
ミ
を

ふ
や
し
て
い
る
気
が
し

て
な
ら
な
い
。
そ
ん
な

ら
出
す
な
と
叱
ら
れ
そ

う
だ
が
、
そ
れ
は
私
の

世
渡
り
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
私
は
文
を
売
る
し

か
、
世
渡
り
の
術�

�

を
知
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
は
た
ち

代
、
肺
病
あ
が
り
の
身
で
ど
う
や
っ
て
世
渡
り
す

れ
ば
よ
い
の
か
途
方
に
暮
れ
て
、
自
分
の
書
い
た

文
章
が
金
に
な
れ
ば
よ
い
の
に
と
溜
息
を
つ
い
て

い
た
こ
と
が
あ
る
。
八
十
越
し
て
、
文
章
で
メ
シ

が
喰
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
実
に
滑
稽
だ
。
し

か
し
、
本
屋
に
行
く
と
本
の
洪
水
で
、
こ
れ
は
も

う
公
害
だ
わ
い
と
思
う
。
そ
の
公
害
の
一
端
を
担

っ
て
い
る
の
か
と
思
う
と
尻
が
落
ち
着
か
な
い
。

私
の
本
な
ど
こ
の
洪
水
の
中
で
目
に
つ
き
は
し
な

い
の
だ
が
、
た
ま
に
自
分
の
名
を
見
つ
け
る
と
ギ

ョ
ッ
と
し
て
逃
げ
出
し
た
く
な
る
。
し
て
み
る
と
、

自
分
の
顔
を
売
っ
て
い
る
芸
人
諸
君
は
ず
い
ぶ
ん

し
ん
ど
い
思
い
し
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
と
も
、

あ
の
人
た
ち
は
神
経
の
出
来
が
違
う
の
か
な
。

私
は
世
の
片
隅
に
か
く
れ
棲
ん
で
い
た
い
。
文

を
書
く
の
は
生
き
て
い
て
呼
吸
す
る
の
と
お
な
じ

で
、
自
分
の
エ
ゴ
の
い
と
な
み
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
文
を
売
っ
て
暮
し
て
い
る
以
上
、
商

売
は
あ
る
程
度
繁
昌
し
て
く
れ
な
い
と
困
る
。
実

に
矛
盾
で
あ
る
。
自
分
は
か
く
れ
て
い
て
、
本
だ

け
売
れ
て
く
れ
れ
ば
、
こ
れ
が
一
番
よ
ろ
し
い
。

と
い
っ
て
生
き
て
い
る
以
上
、
書
き
た
い
こ
と

は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
現
に
あ
る
月
刊
誌
で
六
年

も
続
い
て
い
る
連
載
に
ケ
リ
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ず
、

し
か
し
そ
れ
に
は
あ
と
三
年
は
か
か
り
そ
う
だ
。

こ
れ
は
一
種
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
で
、
和
辻
哲
郎
さ

ん
へ
の
恩
返
し
の
つ
も
り
で
始
め
た
ら
、
と
ん
で

も
な
い
長
丁
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ほ
か
に
や

っ
て
お
き
た
い
仕
事
が
い
く
つ
か
あ
る
。
私
が
そ

ん
な
こ
と
を
し
な
い
で
も
、
世
の
中
に
い
さ
さ
か

の
損
失
も
な
い
と
承
知
し
て
は
い
る
が
、
自
分
の

執
念
を
な
だ
め
る
た
め
に
も
う
少
し
本
を
書
き
た

い
。
そ
れ
に
し
て
も
い
つ
ま
で
仕
事
が
で
き
る
つ

も
り
な
の
か
。
持
っ
て
生
ま
れ
た
誇
大
妄
想
は
死

ぬ
ま
で
癒
ら
な
い
の
だ
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

渡
辺
京
二
（
わ
た
な
べ
・
き
ょ
う
じ
）

日
本
近
代
思
想
史
家
。
思
想
家
。
評
論
家
。

あ
り
得
べ
き
も
う
一
つ
の
日
本
近
代
を
背
景
に
し
た
独

自
の
視
角
か
ら
の
鋭
い
日
本
近
代
論
、
近
代
思
想
家
論

で
著
名
。
一
貫
し
て
在
野
の
研
究
者
と
し
て
生
き
る
。

幕
末
明
治
期
の
数
多
く
の
海
外
文
献
を
精
査
し
て
著
し

た
『
逝
き
し
世
の
面
影
』
が
、
近
代
以
前
の
日
本
の
イ

メ
ー
ジ
を
一
新
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
多
大
な
衝
撃
を

世
に
与
え
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。
1
9
9
9
年
度
第

1
2
回
和
辻
哲
郎
文
化
賞
受
賞
。

２
0
１
0
年
、
こ
れ
ま
で
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
明

治
維
新
前
夜
の
北
方
史
を
、
ロ
シ
ア
と
先
住
民
族
ア
イ

ヌ
、
日
本
の
三
者
が
持
っ
た
異
文
化
接
触
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
通
し
て
初
め
て
活
写
し
た
『
黒
船
前
夜
−
ロ
シ

ア
・
ア
イ
ヌ
・
日
本
の
三
国
志
』
が
刊
行
。
大
き
な
注

目
を
集
め
た
。
2
0
1
0
年
第
3
7
回
大
佛
次
郎
賞
を

受
賞
。

河
合
塾
福
岡
校
で
１
9
８
１
年
よ
り
２
0
0
６
年
ま
で

の
２
5
年
間
現
代
文
科
講
師
を
つ
と
め
る
。

著
書
：『
江
戸
と
い
う
幻
景
』
弦
書
房
、『
評
伝
宮
崎
滔

天
』（
新
版
）
書
肆
心
水
、『
北
一
輝
』
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、『
ア
ー
リ
ー
モ
ダ
ン
の
夢
』
弦
書
房
、
ほ
か
多
数
。

4

女
子
学
生
、

渡
辺
京
二
に

会
い
に
行
く

亜
紀
書
房
　
2
0
1
1
年

津
田
塾
大
学

三
砂
ち
づ
る
ゼ
ミ
と
の
共
著

渡
辺
京
二
先
生
は
こ
の
一
年
間
に
三
冊
の
本
を
新
し
く
出
版
、八
冊
の
本
が
復
刊
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
を
新
聞
な
ど
メ
デ
ィ
ア
で
は「
渡
辺
京
二
ブ
ー
ム
」と
報
じ
て
い
ま
す
が
、今
な
ぜ
渡
辺
先
生
の

ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
風
が
起
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ご
本
人
は
か
つ
て「
こ
の
と
こ
ろ
た
て
続
け
に
昔
の
本
が
復
刊
さ
れ
て
、
べ
つ
に
注
目
さ
れ
た
と
は
思
い

も
し
な
い
け
れ
ど
、長
生
き
す
れ
ば
こ
ん
な
こ
と
も
あ
る
の
か
と
い
う
あ
り
が
た
さ
は
素
直
に
湧
い
て

く
る
」と
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
年
に
一
度
、京
都
で
開
か
れ
る
河
合
文
化
教
育
研
究
所
の
主
任
研
究
員・特
別
研
究
員
会
議
に
熊
本
か
ら

お
見
え
に
な
り
ま
す
が
、「
石
牟
礼（
道
子
）さ
ん
の
食
事
を
用
意
す
る
の
で
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、日
帰
り
を

さ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
渡
辺
先
生
の
世
界
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、と
特
集
し
ま
し
た
。

◉新刊
◇女子学生、渡辺京二に会いに行く 〈亜紀書房〉
津田塾大学三砂ちづるゼミとの共著
2011年 9月 1,680円

◇未踏の野を過ぎて 〈弦書房〉
2011年 11月 2,100円　

◇細部にやどる夢−私と西洋文学− 〈石風社〉
2011年 12月 1,575円　

◉復刊
◇維新の夢 小川哲生�編 〈筑摩書房〉
2011年 6月 1,575円　

◇民衆という幻像 小川哲生�編 〈筑摩書房〉
2011年 7月 1,575円　

◇なぜいま人類史か 〈洋泉社〉
2011年 7月 945円　

◇神風連とその時代 〈洋泉社〉
2011年 7月 945円　

◇日本近世の起源−戦国乱世から徳川の平和へ−
2011年 7月 945円　〈洋泉社〉

◇私の世界文学案内−物語の隠れた小径へ−
2012年 2月 1,260円　〈筑摩書房〉

◇熊本県人�言視舎版 〈言視舎〉
2012年 2月 1,680円　

◇ドストエフスキイの政治思想 〈洋泉社〉
2012年 3月 1,029円　

◉話題になった2冊

『逝きし世の面影』 『黒船前夜』

この一年間に出版された11冊の著作

『未踏の野を過ぎて』―無常こそわが友 より

この地球上に人間が生きてきた、そしていまも生きているとい
うのはどういうことなのか、この際思い出しておこう。火山は爆
発するし、地震は起るし、台風は襲来するし、疫病ははやる。
そもそも人間は地獄の釜の蓋の上で、ずっと踊って来たのだ。人
類史は即災害史であって、無常は自分の隣人だと、ついこのあ
いだまで人びとは承知していた。だからこそ、生は生きるに値し、
輝かしかった。

『未踏の野を過ぎて』―社会という幻想 より

人は社会から認められ許されて生きるのではない。社会など
知ったことか。社会に役立つとか貢献するとか知ったことか。ま
ず自分がいて生きてみせる。そういうひとりひとりがいやおうなく
関係を結んで、社会なるものが出現するのだ。

『未踏の野を過ぎて』未踏の野を過ぎて―前口上を一席 より

およそ言論の場で、文章をおおやけにして身すぎ世すぎをしよ
うとする者は、大にして天下国家、小にして身辺の世情にふれ
て、おのれの判断を誇ろうとする姿勢を免れることができない。
誇ろうとはせぬまでも、自分がいかに智者であり賢者であるか、
少なくとも人と違うことのいえる才人であるか、立証に励まぬわけ
にはいかない。
そういう賢者の構えがつくづくいやになって久しい。しかしそ

の自分自身が、文筆稼業が身につくにつれて、思想的な導師で
あるかのような姿勢にはまりこんで来たことに気づく。
（略）天下国家について考え、世相について思いを新たにする
のは、私という少年の志であった。生涯の課題は死んでも捨て
きれるものではない。

『細部にやどる夢―私と西洋文学』あとがき より

旧制中学二年の秋、文学というしろものに開眼して以来、は
たち代までの自分を育ててくれたのは、マルクス主義文献をべ
つにすれば、もっぱら西洋文学だった気がする。
（略）西洋文学とくに一九世紀のそれは自分の魂の原郷のよう
に感じられた。
（略）フォークナーやカルペンティエールについて書いたり、ま
た『案内世界の文学』と題する本を出したりしたのも、自分の発
想の源がどこにあるか、ひそかに告白したようなものだと今にし
て思う。

『民衆という幻像』山河にかたどられた人間��より
われわれの心は山河にかたどられているのである。自然は人

間にとって資源である以前に、人間が人間として形成される場な
のである。山や川や風や雨や、さらにはその中で生をいとなむ
花や木や鳥やけもののイメージなしには、人間にはいかなる思
考も想像も不可能であったろう。なぜか。その理屈はかんたん
で、人間の意識は、宇宙船で飛来して宇宙空間から地上を観察
しているような純粋理性ではなく、地球という実在系の一構成因
として、系全体との関係＝相互浸透のうちにあらしめられている
からである。

渡辺先生の著書から紹介します。

わ
が
誇
大
妄
想

渡
辺
京
二


