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■
ほ
か
の
予
備
校
に
は
な
い
河
合
塾
独
自
の
研
究
所

予
備
校
に
は
や
や
異
質
な
感
じ
が
す
る
研
究
所
と
い
う
名
称
を
持
つ「
河
合
文
化

教
育
研
究
所
」（
通
称
「
文
教
研
」）
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
研
究
所
は
、
河
合
塾
で
学
ぶ
み
な
さ
ん
に
、
単
に
受
験
勉
強
だ
け
で
な
く
、

も
っ
と
広
く
外
の
世
界
に
眼
を
見
開
い
て
ほ
し
い
、同
時
に
自
分
の
内
面
を
掘
り
下

げ
て
自
分
の
隠
れ
た
可
能
性
を
見
出
し
て
ほ
し
い
、そ
の
た
め
の
知
的
刺
激
を
提
供

し
た
い
、と
い
う
想
い
の
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。み
な
さ
ん
が
存
分
に
自
分

の
感
受
性
と
思
考
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
、結
果
と
し
て
受
験
へ
の
足
腰
を
も
鍛
え

る
だ
ろ
う
、
と
の
強
い
確
信
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。

一
方
で
、文
教
研
は
、著
名
な
思
想
家
や
国
際
的
に
有
名
な
学
者
の
方
々
に
主
任

研
究
員
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。予
備
校
の
中
の
研
究
所
と
い
う
特
別

な
場
所
に
、大
学
に
は
な
い
新
鮮
な
意
味
を
感
じ
て
集
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
た
立
派
な

先
生
方
で
す
。こ
の
主
任
研
究
員
の
存
在
が
、文
教
研
に
文
化
的
・
学
問
的
奥
行
き

を
与
え
て
い
ま
す
。ほ
か
に
も
、特
別
研
究
員
や
河
合
塾
講
師
を
し
な
が
ら
研
究
に

打
ち
込
ん
で
い
る
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研
究
員
が
い
ま
す
。そ
う
し
た
人
々
の
独
自
の

研
究
と
熱
意
に
よ
っ
て
、
河
合
文
化
教
育
研
究
所
は
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
が
受
験
勉
強
と
格
闘
し
な
が
ら
成
長
し
て
い
る
予
備
校
の
教
育
現
場

と
現
在
の
学
問
研
究
の
最
先
端
と
の
あ
い
だ
に
生
き
生
き
と
し
た
往
復
運
動
が
あ

る
と
こ
ろ
に
、
ほ
か
の
予
備
校
に
は
な
い
文
教
研
の
独
自
性
が
あ
り
ま
す
。

■
文
教
研
が
や
っ
て
い
る
こ
と

文
教
研
で
は
多
く
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。日
仏
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
青
年
の
現
在
」
を
皮
切
り
に
、
日
独
シ
ン
ポ
「
日
独
文
学
者
の
出
会
い
」、
北

京
大
学
と
の
10
年
に
わ
た
る
日
中
共
同
学
術
討
論
会「
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
近
代
」、さ

ら
に
日
本
の
セ
ン
タ
ー
試
験
と
中
国
・
韓
国
の
大
学
統
一
入
試
問
題
を
三
カ
国
語

に
翻
訳
し
、
三
カ
国
の
受
験
生
に
そ
れ
ぞ
れ
解
い
て
も
ら
っ
て
互
い
に
議
論
し
た

「
日
・
中
・
韓
の
大
学
入
試
統
一
試
験
を
社
会
的
・
文
化
的
に
比
較
分
析
す
る
」
と

い
う
衛
星
放
送
で
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
に
も
、わ
が
国
初
の
精
神
医
学
者
と
哲
学
者
合
同
の「
河
合
臨
床
哲
学

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
公
開
講
座
、
文
化
講
演
会
、
研
究
会
、
河
合

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
や
学
術
書
の
出
版
な
ど
、文
教
研
で
し
か
で
き
な
い
独
自
の
活
動
を

た
く
さ
ん
行
っ
て
き
て
い
ま
す
。最
近
は
、み
な
さ
ん
に
向
け
て
文
教
研
の
先
生
方

が
熱
意
を
こ
め
て
書
い
た
読
書
案
内『
わ
た
し
が
選
ん
だ
こ
の
一
冊
』も
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。

■
文
教
研
の
め
ざ
す
も
の

こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
文
教
研
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
ほ
こ
ろ
び
が
出
て
き
た

近
代
科
学
や
近
代
教
育
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
、み
な
さ
ん
と
一
緒
に
も
う
一
度
根

底
的
に
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。と
く
に〈
3
・11
〉に
お
け
る
近
代
科
学
の
象
徴

と
し
て
の
福
島
第
一
原
発
の
爆
発
事
故
以
後
、
近
代
の
諸
価
値
と
原
理
が
いっ
そ
う

丁
寧
に
考
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。文
教
研
で
は
、こ
う
し
た

大
き
な
問
題
を
も
受
け
と
め
て
、み
な
さ
ん
と
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、東
ア
ジ
ア
の
領
土
問
題
が
せ
り
あ
が
っ
て
き
た
中
、中
国
や
韓
国
の
研
究
者
や

若
い
人
々
と
東
ア
ジ
ア
の
近
代
の
歴
史
問
題
や
教
育
問
題
を
互
い
に
語
り
あ
い
、相
互

理
解
を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
、近
代
の
国
民
国
家
を
超
え
た
東
ア
ジ
ア
の
公
共
空

間
を
ど
う
創
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
文
教
研
の
栞
」
は
、
こ
う
し
た
文
教
研
の
願
い
と
意
図
と
活
動
を
、
塾
生

の
み
な
さ
ん
に
紹
介
す
る
た
め
に
発
行
す
る
も
の
で
す
。

最
近
、
日
経
新
聞
に
五
回
連
載
で
私
に
つ
い
て
の
記
事
が

載
っ
た
。「
こ
こ
ろ
の
玉
手
箱
」
と
い
う
欄
で
あ
る
。
あ
る
い

は
お
読
み
く
だ
さ
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
若

い
こ
ろ
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
た
と
き
に
向
こ
う
で
は
じ
め
て
取

得
し
た
運
転
免
許
証
（
こ
れ
に
は
30
歳
の
と
き
の
顔
写
真
が

つ
い
て
い
て
、不
思
議
な
こ
と
に
現
在
で
も
ま
だ
通
用
す
る
）

と
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
直
接
に
手
渡
さ
れ
た
自
筆
の
献
辞

つ
き
の
著
書
と
か
、
そ
う
い
っ
た
思
い
出
の
品
物
の
写
真
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。そ
の
最
終
回
に
、去
年
こ
の「
文
教
研
の

栞
」に
も
書
い
た
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
話
が
出
て
き
て
、行
き
先

の
喫
茶
店
が
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
と

い
う
も
の
、
そ
の
記
事
を
読
ん
だ
と
い
う
人
が
ち
ょ
く
ち
ょ

く
こ
の
喫
茶
店
を
訪
れ
る
。
先
日
は
浜
松
か
ら
や
っ
て
き
た

と
い
う
人
も
い
た
し
、
京
大
文
学
部
の
名
誉
教
授
で
私
も
名

前
は
よ
く
知
っ
て
い
る
有
名
な
先
生
も
来
ら
れ
た
。

し
か
し
夏
に
な
る
と
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
身
に
こ
た
え
る
。

リ
ュッ
ク
で
パ
ソ
コ
ン
を
背
負
っ
て
の
重
装
備
で
は
い
つ
熱
中
症

で
倒
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、小
ぶ
り
の
カ
バ
ン
に
文
庫
本
、

そ
れ
に
老
眼
鏡
と
筆
記
用
具
を
入
れ
て
出
か
け
る
。最
近
持
っ

て
歩
く
の
は
ほ
と
ん
ど
、
私
自
身
が
若
い
こ
ろ
に
出
し
た
論

文
集
の
文
庫
版
で
あ
る
。西
田
幾
多
郎
の
言
葉
に「
書
く
こ
と

が
考
え
る
こ
と
に
な
る
」と
い
う
の
が
あ
る
の
だ
が
、自
分
が

む
か
し
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
を
再
体
験
し
た
く
て
、

自
分
の
書
い
た
文
章
に
書
き
込
み
を
入
れ
た
り
赤
鉛
筆
で
熱

心
に
線
を
引
い
た
り
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
と
き
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
考
え
が
及
ば
ず
に
文
章
化

で
き
な
か
っ
た
自
分
の
思
想
が
、
何
十
年
か
の
歳
月
を
経
て

よ
う
や
く
納
得
で
き
る
形
に
ま
と
ま
っ
て
き
た
り
す
る
。

私
が
い
ま
な
ん
と
か
形
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
年
末
に
ま
た
東
京
で
開
か
れ
る
「
河
合
臨
床
哲
学
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
」の
講
演
で
あ
る
。昨
年
は
鷲
田
清
一
さ
ん
と
の
組

み
合
わ
せ
だ
っ
た
が
、今
年
の
相
方
は
野
家
啓
一
さ
ん
、こ
こ

数
年
来
私
と
二
人
三
脚
で
こ
の
シ
ン
ポ
を
取
り
し
き
っ
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
哲
学
者
で
あ
る
。
お
互
い
に
相
手
が
何
を
考

え
て
そ
れ
を
ど
う
表
現
す
る
か
判
り
す
ぎ
る
ほ
ど
判
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
も
何
と
か
し
て
新
味
を
出
し
て
行
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
で
せ
っ
せ
と
自
分
の
む
か
し
書
い

た
も
の
を
読
ん
で
い
る
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

木
村
　
敏
（
き
む
ら
・
び
ん
）

文
教
研
所
長
・
主
任
研
究
員

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
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
』
全
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
』『「
自
己
」
と
「
他
者
」』
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
。

木
村
　
敏

書
く
こ
と
が

考
え
る
こ
と
に
な
る

「
日
本
人
の
留
学
」に
つ
い
て
調
査
し
本
を
書
い
て
い
る
が
、

「
長
州
フ
ァ
イ
ブ
」の
物
語
が
面
白
い
。長
州
フ
ァ
イ
ブ
と
は
、

英
国
に
留
学
し
た
の
ち
、
明
治
18
年
に
最
初
の
内
閣
総
理
大

臣
と
な
る
伊
藤
博
文
、外
務
大
臣
の
井
上
馨
、な
ど
明
治
の
重

鎮
五
名
の
こ
と
で
あ
る
。な
か
で
も
伊
藤
、井
上
は
留
学
以
前

は
意
外
に
も
尊
皇
攘
夷
派
の
雄
で
、
高
杉
晋
作
ら
総
勢
12
名

と
と
も
に
英
国
公
使
館
の
焼
き
討
ち
に
加
担
し
て
い
る
。
そ

れ
が
な
ぜ
英
国
留
学
か
に
つ
い
て
は
、
壮
大
な
攘
夷
が
狙
い

で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
つ
ま
り
た
か
が
一
人
や
二
人

切
り
殺
し
て
も
埒
が
明
か
な
い
、
黒
船
を
退
治
す
る
に
は
黒

船
を
以
て
す
る
し
か
な
い
。つ
ま
り
英
国
で
海
軍
を
学
び
、日

本
海
軍
を
建
設
す
る
た
め
に
英
国
に
向
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
上
海
で
、
何
百
艘
と
い
う
艦

船
群
を
見
て
こ
れ
は
海
軍
と
い
う
末
梢
的
な
問
題
で
は
な
い
。

国
力
の
問
題
で
あ
る
。
文
化
文
明
の
問
題
で
あ
る
と
開
眼
し

た
と
い
う
。
つ
ま
り
文
化
文
明
を
国
に
も
た
ら
す
と
い
う
目

的
に
志
を
変
え
た
と
い
う
。
攘
夷
か
ら
開
国
に
一
挙
に
変
身

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
イ
ギ
リ
ス
行
き
は
鎖
国
の
幕

政
下
で
は
密
航
で
あ
っ
た
。
露
見
す
れ
ば
死
を
覚
悟
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
に
着
い
た
彼
ら
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
の

ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
化
学
・
地
学
・
土
木
・
数

理
・
物
理
な
ど
を
学
び
始
め
る
。
し
か
し
到
着
後
半
年
弱
の

と
き
、
米
英
仏
蘭
の
四
国
艦
隊
に
よ
る
故
国
長
州
に
対
す
る

砲
撃
と
占
領
の
報
に
接
す
る
。
長
州
で
攘
夷
論
が
大
勢
を
占

め
、
下
関
海
峡
を
通
る
外
国
の
船
舶
を
砲
撃
し
た
こ
と
に
対

す
る
報
復
で
あ
る
。
す
で
に
攘
夷
の
無
意
味
さ
が
骨
身
に
沁

み
て
い
た
伊
藤
と
井
上
は
、
無
駄
な
戦
争
を
や
め
る
よ
う
故

国
を
説
得
す
る
た
め
に
日
本
に
向
う
。

こ
の
物
語
で
面
白
い
の
は
、
当
時
英
国
ま
で
は
片
道
で
半

年
も
か
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
伊
藤
が
現
地
に
は
た
っ
た
五

ヶ
月
ば
か
り
の
滞
在
で
、
英
語
で
演
説
で
き
る
ほ
ど
言
葉
を

吸
収
し
た
こ
と
で
あ
る
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

丹
羽
健
夫
（
に
わ
・
た
け
お
）

文
教
研
主
任
研
究
員

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
。
現
在
『
日
本
人
の
留
学
』
を
執
筆
中
。

著
書
：『
愛
知
の
寺
子
屋
』『
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
』『
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
）
ほ
か
多
数
。

丹
羽
健
夫

日
本
人
の
留
学

︱
長
州
フ
ァ
イ
ブ
︱

1 9387

河合塾の付属研究機関��河合文化教育研究所《文教研》

本部事務局
名古屋市千種区今池2-1-10 Gビル3F
問い合わせ先　文教研・東京　
豊島区南池袋2-49-7　池袋パークビル5F
TEL 03-6811-5517  FAX 03-5958-1241

なさんに「文教研の栞
���

」をお届けします。これは昨年
の秋に発行したものの再版で、河合文化教育研究所

元主任研究員の故谷川道雄先生の特集を二・三面に組み、
一・四面で文教研の主任研究員・特別研究員の紹介をして
います。なぜ再版なのかというと、この春、河合塾で新し
いスタートを切るみなさんにとって、この「文教研の栞」が
一歩を踏み出す「栞＝道しるべ」になると思うからです。

川道雄先生は中国中世史がご専門で、中国史研究が
人間存在の普遍性につながる原理を求めるものであ

りたいと望んでいらっしゃいました。魏晋南北朝の史書を
丹念に読み続ける中で、当時の人びとの生き方に触れて感
動し、階級や種族や、その位置は異なっていても心が通う
のは「同じ人間」であるからだとの想いから、研究人生が
出発したといいます。今日の歴史研究で制度史の研究がや
たらと多いのは人間を外から規制するメカニズムを社会の
本質と考えているからだが、そうでなく社会の中で生きる
人間に目を向けることで、歴史は単なる過去のものでなく
なり、現代を照らし出すものになるとお考えでした。
そして、「私のなすべきことは、自分の位置を変えないこ
とだ。そして世界が人びとの自覚によっていつの日か変わり、
人間の気力をとり戻すのを待つことだ。たとえ人生を終わ
っても、かなたでそれを待つことだ」とおっしゃっていました。

任研究員・特別研究員の木村敏・丹羽健夫・渡辺京二・中川久定・長野敬・牧野剛の 6
人の先生方の「近況」は、2013 年 8 月にお書きいただき、谷川先生の特集も同様に 2013

年秋号として編んだものです。どうぞご了解のもとご覧ください。

とは、「山道などで木の枝を折って道しるべとすること」＝「道標」です。みなさん
はいま、大きな希望と背中合わせのように不安も感じながら歩み出そうとしている

ことでしょう。分かれ道に立って判断に迷うこともあるかも知れません。そんな時、長年にわ
たり研究者としての道を歩んでこられた先生方の言葉が道しるべとなるに違いありません。可
能性として進む道はいくつもあり、どこへ向かうのも自由です。河合塾の塾訓は「汝自らを求
めよ」です。道に迷いつつも「自ら求めて」、河合塾で何かを得てください。

み

谷

主

「栞」

河合塾で
新しくスタートするみなさんへ
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【
主
任
研
究
員
会
議
】

文
教
研
で
は
毎
年
4
月
に「
主
任
研
究
員
会
議
」が

開
か
れ
、
先
生
方
が
一
年
間
の
ご
研
究
と
次
年
度

の
ご
計
画
な
ど
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
す
。

谷
川
先
生
の
現
代
中
国
農
民
運
動
へ
の
研
究
が
一

段
と
深
ま
っ
た
2
0
1
2
年
7
月
に
は

「
内
藤
湖
南
研
究
会
」「
東
ア
ジ
ア

の
歴
史
と
現
代
研
究
会
」共
同

企
画
の
「
現
代
中
国
農
民

運
動
の
意
義
─
前
近
代

史
か
ら
の
考
察
─
」
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

谷
川
先
生
は
、
今
年

（
2
0
1
3
／
4
／
15
）

の
会
議
で
、こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
学
問
的
意
義
の
発
表

と
レ
ポ
ー
ト
報
告
を
さ
れ
ま
し
た
。

内
藤
湖
南
研
究
会
に
属
す
る
8
人
の
レ
ポ
ー
タ
ー

が
、「
1
過
去
と
現
在
の
対
話
 2
過
去
と
現
在
と

を
結
ぶ
方
法
的
概
念
─
農
民
生
活
に
お
け
る
自
立

と
依
存
 3
他
者
依
存
か
ら
自
己
依
存
へ
」と
い
う

意
図
に
沿
っ
て
各
自
専
門
の
時
代
に
つ
い
て
報
告

を
行
っ
た
。自
画
自
賛
で
あ
る
が
、こ
の
3
つ
の
意

図
は
、
従
来
の
個
別
研
究
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は

ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
画
期
的
な
提
唱
。
そ
れ
が

無
理
な
く
、
個
別
発
表
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
全
体

史
の
体
系
を
構
成
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
平

素
の
内
藤
湖
南
論
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

こ
の
企
画
の
画
期
性
が
学
界
で
問
題
に
さ
れ
る

の
は
こ
れ
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
す
で
に
北
京

の
著
名
な
農
民
問
題
の
専
門
家
応
星
・
周

飛
舟
の
両
氏
は
、我
々
の
企
画
が
現

代
の
農
民
問
題
を
歴
史
の
分
野

に
ま
で
広
げ
た
こ
と
、
自
立

と
依
存
と
い
う
矛
盾
を
は

ら
ん
だ
方
法
概
念
は
、
従

来
の
中
国
で
も
観
念
さ
れ

て
い
た
権
力
と
民
衆
と
の

単
純
な
二
項
対
立
論
を
超

え
る
も
の
で
あ
っ
て
、学
問

的
に
有
効
で
あ
る
こ
と
に
賛

意
を
表
明
し
て
い
る
。

河
合
塾
京
都
校
の
谷
川
先
生
の
研
究
室
に
は

松
葉
づ
え
を
つ
い
て
通
わ
れ
て
い
て
、最
近
は
耳
も
遠

く
な
り
ま
し
た
が
、
主
任
研
究
員
会
議
の
発
表
で
は
、

時
に
は
ユ
ー
モ
ア
も
交
え
な
が
ら
、な
お
一
層
強
い
精

神
力
で
ご
研
究
を
続
け
る
意
欲
を
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
し
た
。

私
は
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
現
代
中
国
農
民
運

動
の
意
義
─
前
近
代
史
か
ら
の
考
察
─
）
を
三
つ

に
総
括
し
ま
す
。

「
過
去
と
現
在
の
対
話
」、こ
れ
は
非
常
に
有
名
な

E
．H
．カ
ー
の
言
葉
で
す
が
、歴
史
家
と
し
て
、中

国
史
家
と
し
て
そ
れ
を
し
な
け
り
ゃ
い
け
な
い
。現

実
は
、今
日
の
中
国
の
現
実
か
ら
逃
避
し
て
い
る
研

究
者
が
多
い
。だ
か
ら
こ
う
い
う
対
話
を
試
み
た
。

中
国
農
民
は
自
分
の
土
地
を
耕
作
し
て
、
家
族

労
働
で
自
立
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
け
っ

し
て
こ
れ
は
、国
家
の
奴
隷
で
も
な
け
れ
ば
、農
奴

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
、農
民
は
自
分

で
完
全
に
自
立
は
で
き
な
い
。
略
奪
や
自
然
災
害

に
対
し
て
、
国
家
権
力
や
農
民
の
自
立
を
保
証
す

る
民
間
の
農
民
以
外
の
有
力
者
に
依
存
し
な
け
れ

ば
不
可
能
で
す
。
自
立
と
依
存
と
い
う
論
理
的
に

い
え
ば
矛
盾
し
た
構
造
の
も
と
で
、
農
民
に
と
っ

て
は
他
者
に
依
存
す
る
こ
と
で
二
千
数
百
年
も
農

民
た
ち
は
生
き
て
き
た
。
こ
れ
が
二
つ
目
で
す
。

そ
し
て
三
番
目
、
現
代
は
過
去
と
違
っ
て
新
し

い
運
動
の
段
階
に
あ
る
。
他
者
依
存
か
ら
自
己
依

存
へ
。
農
民
の
自
主
的
な
連
帯
で
、
新
し
い
農
村

共
同
体
を
作
っ
て
行
く
と
い
う
理
想
が
何
ら
か
の

か
た
ち
で
提
示
さ
れ
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
。

こ
の
三
つ
の
要
件
と
い
う
も
の
を
で
す
ね
、
現

代
の
農
民
運
動
は
含
ん
で
い
る
と
私
は
考
え
る
ん

で
す
。長
期
的
に
見
て
、黄
河
の
自
然
の
流
れ
に
よ

う
に
中
国
の
歴
史
は
大
き
く
そ
う
動
い
て
い
る
と

思
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。

─
─
が
、
で
す
ね
、
は
た
し
て
そ
う
な
る
か
？

非
常
に
短
期
的
に
見
た
場
合
に
、
そ
う
い
う
方

向
へ
農
民
の
運
動
は
ど
ん
ど
ん
と
展
開
し
て
い
っ

た
と
い
う
事
に
な
る
か
と
い
う
と
、極
め
て
怪
し
い
。

二
つ
の
原
因
が
あ
り
ま
す
。一
つ
は
権
力
が
、農

民
が
世
界
を
自
主
的
に
作
っ
て
い
く
こ
と
を
非
常

に
嫌
う
ん
で
す
ね
。
ど
う
し
て
も
自
分
た
ち
が
干

渉
す
る
。
そ
う
い
う
外
か
ら
の
圧
迫
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
農
民
の
自
覚
の
足
り
な

さ
。
農
民
は
や
は
り
目
先
の
利
益
と
い
う
も
の
を

考
え
る
。た
と
え
ば
、若
い
農
民
工
が
都
市
の
き
れ

い
な
生
活
に
慣
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
生
活
の
必
然

か
ら
来
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
非
難
す
る
理
由

は
ど
こ
に
も
な
い
わ
け
で
す
が
、そ
の
中
で
、非
常

に
精
神
の
荒
れ
果
て
た
農
村
の
空
洞
化
、
空�

�

心�
�

村�
�

が
至
る
所
に
生
ま
れ
て
農
村
は
壊
滅
し
て
い
く
。

中
国
の
農
民
が
自
主
的
に
自
分
た
ち
の
世
界
を

作
っ
て
い
く
営
み
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
く
ん
だ

ろ
う
。
農
村
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
論
を

立
て
る
人
が
非
常
に
少
な
い
。ま
た
、知
識
人
た
ち

が
そ
れ
を
希
望
し
て
い
て
も
ち
ゃ
ん
と
実
証
的
に

調
べ
て
い
る
事
例
が
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
は
私
自
身
が
こ
れ
か
ら
苦
し
い

中
で
勉
強
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
、
ち
ょ
っ

と
つ
ら
い
で
す
け
ど
。ま
あ
、見
と
っ
て
く
だ
さ
い

と
は
よ
う
言
い
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
勉
強
し
て
、

次
の
『
研
究
論
集
』
に
は
、
何
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ

を
に
じ
ま
せ
た
論
文
を
書
い
て
み
よ
う
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

【
研
究
の
礎
】

塾
生
の
み
な
さ
ん
に
向
け
、主
任
・
特
別
研
究
員
の

研
究
や
近
況
、
研
究
会
の
紹
介
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な

ど
の
活
動
、
そ
の
時
々
に
主
任
研
究
員
や
講
師
が

考
え
た
こ
と
を
『
文
教
研
れ
ぽ
〜
と
』（
2
0
0
3

年
〜
2
0
1
1
年
、2
0
1
2
年
よ
り『
文
教
研
の

栞
』
に
改
題
）
と
し
て
発
行
し
て
き
ま
し
た
。

牧
野
剛
特
別
研
究
員
は
『
文
教
研
れ
ぽ
〜
と
』

2
0
0
7
年
春
号
に
、谷
川
先
生
の『
戦
後
日
本
か

ら
現
代
中
国
へ
─
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を

語
り
得
る
か
─
』（
河
合
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
 2
0

0
6
年
発
行
）
の
読
後
感
を
書
い
て
い
ま
す
。

『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ
』
を
読
ん
で

牧
野
　
剛

今
度
の
著
書
の
中
で
、〈
共
同
体
論
／
史
的
唯
物

論
〉の
対
立
す
る
論
争
に
、彼
一
流
の
一
つ
の
結
論

を
つ
け
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、「
客
観
的
」に
眺
め
て
い
る
だ
け
で
は
す

ま
な
い
現
実
へ
の
切
実
な
問
題
関
心
に
自
身
が
切

り
込
む
こ
と
を
通
し
て
、
当
然
に
も
一
番
鋭
く
そ

の
対
立
を
止
揚
し
得
た
の
で
は
な
い
か
。

谷
川
氏
が
も
し
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
に
近
い

発
想
の
基
に
、
今
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
著
し
て

い
る
と
し
た
ら
、
戦
後
の
騒
乱
と
マ
ル
ク
ス
主
義

史
学
の
推
移
、
そ
し
て
現
代
日
本
と
中
国
へ
の
強

い
関
心
、若
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
等
の
意
味
が
、そ

し
て
そ
の
目
標
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
今
回
間

違
い
な
く
よ
り
鮮
明
な
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。後
進
は
、中
国
史
を
こ
こ
か
ら
始
め
る

こ
と
が
で
き
る
分
、
そ
の
礎
石
を
手
に
入
れ
た
こ

と
に
な
る
。

谷
川
先
生
の
、『
文
教
研
れ
ぽ
〜
と
』
2
0
0
8
年

春
号
掲
載
の「
自
我
と
研
究
人
生
」は
、牧
野
先
生

に
応
え
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
谷
川
先
生

は
、
魏
晋
南
北
朝
の
豪
族
た
ち
が
持
っ
て
い
た
高

い
倫
理
観
や
民
衆
の
た
め
に
尽
く
し
た
具
体
例
を

見
出
し
て
発
表
し
ま
す
が
、
当
時
の
唯
物
論
系
の

研
究
者
た
ち
か
ら
大
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
「
そ
れ
に
関
す
る
参
考
文
献
の
項
に
は

ど
う
い
う
わ
け
か
必
ず
拙
著
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
」

そ
し
て
「
社
会
の
現
状
の
一
歩
先
を
見
つ
め
る
の

が
、
真
の
知
識
人
な
の
だ
、少
々
叩
か
れ
る
の
は
当

た
り
前
の
こ
と
だ
」と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
自
我
と
研
究
人
生
」

谷
川
道
雄

魏
晋
南
北
朝
の
史
書
を
虚
心
に
、
丹
念
に
読
み

続
け
た
。行
く
手
は
霧
に
包
ま
れ
て
い
た
が
、面
白

い
作
業
だ
っ
た
。
史
料
を
抜
き
書
き
し
た
ノ
ー
ト

が
、
五
冊
、
六
冊
と
増
え
て
行
っ
た
。
貴
族
・
民
衆

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
人
び
と
の
生
き
方
に
触

れ
て
感
動
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
北
朝

か
ら
さ
ら
に
五
胡
十
六
国
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
た

時
に
は
、
匈
奴
と
か
鮮
卑
と
い
っ
た
非
漢
族
系
の

人
た
ち
に
心
を
通
わ
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
階
級
や

種
族
や
、そ
の
位
置
は
異
な
っ
て
い
て
も
、同
じ
人

間
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
歴
史
の
地
平
が
お
ぼ

ろ
げ
な
が
ら
見
え
て
来
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

そ
の
地
平
の
遠
く
を
見
つ
め
て
荒
野
に
立
っ
て
い

る
自
分
を
意
識
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。以
来
、約

半
世
紀
、
い
ろ
い
ろ
な
曲
折
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

こ
の
意
識
は
ず
っ
と
続
い
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

魏
晋
南
北
朝
の
史
書
の
錯
雑
し
た
記
事
の
林
の

中
に
、
ち
ょ
う
ど
埋
も
れ
た
古
代
遺
跡
の
よ
う
に
、

一つ
の
世
界
が
透
け
て
見
え
る
。遊
牧
系
種
族
が
華

北
で
興
亡
を
く
り
か
え
し
、
漢
族
政
権
は
長
江
流

域
に
亡
命
し
て
今
の
南
京
を
本
拠
と
し
た
。
加
え

て
各
地
に
は
盗
賊
団
の
横
行
・
掠
奪
が
あ
る
。
凶

作
に
よ
る
極
度
の
食
糧
不
足
は
、
人
が
人
を
殺
し

て
食
う
と
い
う
人
倫
上
の
最
悪
状
態
さ
え
現
出
し

た
。
こ
の
極
限
状
況
を
人
び
と
は
ど
う
生
き
た
か
。

人
間
同
士
が
団
結
す
る
よ
り
他
に
道
は
な
い
の

で
あ
る
。そ
の
中
心
に
な
っ
て
指
導
し
た
の
は
、知

識
と
道
徳
を
み
が
き
、
資
産
家
で
も
あ
る
そ
の
地

方
出
身
の
豪
族
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
バ
ラ
バ

ラ
に
な
り
が
ち
な
民
衆
を
統
合
し
て
、
地
域
を
防

衛
し
、生
産
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。ひ
ど

い
飢
饉
の
と
き
に
は
、
自
家
備
蓄
米
を
放
出
し
て
、

窮
民
を
救
済
し
た
。
こ
う
し
た
私
欲
を
捨
て
た
行

為
は
民
衆
を
感
動
さ
せ
、
団
結
力
は
い
よ
い
よ
強

ま
っ
た
。
魏
晋
南
北
朝
は
宗
教
の
時
代
で
も
あ
る
。

儒
教
の
仁
義
、道
教
の
無
私
、仏
教
の
慈
悲
が
交
り

あ
っ
て
、
人
び
と
を
精
神
的
に
支
え
た
。

私
は
こ
う
し
た
人
び
と
の
団
結
し
た
関
係
を
、

一
種
の
共
同
体
社
会
と
考
え
た
。し
か
し
、豪
族
は

民
衆
を
苦
し
め
る
も
の
と
い
う
固
定
観
念
を
も
つ

研
究
者
た
ち
に
は
私
の
構
想
が
気
に
入
ら
ず
、
学

界
で
す
さ
ま
じ
い
バ
ッ
シ
ン
グ
を
浴
び
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
で
も
私
は
自
説
を
変
え
な
か
っ
た
。
歴
史
学

者
は
自
分
の
主
義
主
張
よ
り
、
史
書
の
記
述
の
方

に
拠
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
と
い
っ
て
そ
の
事

実
の
中
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
論
理
を
把

握
し
な
け
れ
ば
、
学
問
の
た
め
の
学
問
に
終
わ
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
人
類
が
苦
難
の
中
を
生
き
抜

い
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
個
人
の
障
壁
を
越
え
て
互

い
に
連
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
そ
の
実

例
を
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
見
て
、
そ
こ
か
ら
こ
の

時
代
の
歴
史
を
え
が
い
た
。（
中
略
）

私
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
自
分
の
位
置
を
変
え

な
い
こ
と
だ
。
そ
し
て
世
界
が
人
び
と
の
自
覚
に

よ
っ
て
い
つ
の
日
か
変
わ
り
、
人
間
の
気
力
を
取

り
戻
す
の
を
待
つ
こ
と
だ
。
た
と
え
人
生
を
終
わ

っ
て
も
、
か
な
た
で
そ
れ
を
待
つ
こ
と
だ
。

【
谷
川
先
生
と
渡
辺
先
生
】

谷
川
先
生
と
渡
辺
京
二
主
任
研
究
員
は
、
河
合
文

化
教
育
研
究
所
研
究
員
と
し
て
同
席
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
以
来
お
ふ
た
り
は
親
交
を
深
め
て
こ
ら

れ
ま
し
た
。

壮
者
を
凌
ぐ
老
学
究

渡
辺
京
二

い
わ
ゆ
る
谷
川
四
兄
弟
の
う
ち
、健
一
、雁
、公

彦
の
お
三
か
た
は
早
く
か
ら
存
じ
あ
げ
て
い
た
が
、

3
番
目
の
道
雄
氏
と
は
な
か
な
か
縁
が
な
く
て
、

親
し
く
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ま

だ
10
年
も
経�

た
な
い
。

で
も
、著
書
は
早
く
か
ら
読
ん
で
い
た
。『
中
国

中
世
社
会
と
共
同
体
』。1
9
7
6
年
刊
だ
が
、私

が
読
ん
だ
の
は
5
、6
年
の
ち
の
こ
と
だ
ろ
う
。旗

田
巍�

�
�氏

の
著
作
な
ど
で
、
中
国
に
は
村
落
共
同
体

は
な
い
と
い
う
の
が
定
説
だ
と
思
っ
て
い
た
私
は
、

道
雄
さ
ん
が
提
出
さ
れ
て
い
る
豪
族
共
同
体
な
る

概
念
に
意
表
を
つ
か
れ
た
。

こ
れ
は
戦
乱
の
う
ち
続
く
な
か
、農
民
た
ち
が
豪

族
を
指
導
者
に
仰
い
で
創�

�

り
出
し
た
共
同
体
で
あ

り
、そ
の
共
同
性
は
、豪
族
の
お
の
れ
を
律
す
る
倫

理
の
高
さ
に
よ
つ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
存
在
を
、
氏
は
文
献
の

綿
密
な
読
み
こ
み
を
通
し
て
立
証
す
る
。
経
済
的

下
部
構
造
、す
な
わ
ち
階
級
対
立
を
も
っ
て
豪
族
・

農
民
の
関
係
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
戦
後
歴
史
学

の
手
法
か
ら
す
れ
ば
、
何
と
い
う
異
端
で
あ
る
こ

と
か
。し
か
し
、こ
こ
に
は
ド
グ
マ
を
去
っ
て
、歴

史
の
真
実
の
姿
に
即�

こ
う
と
す
る
、
自
由
で
勇
敢

な
試
み
が
あ
つ
た
。

道
雄
氏
は
そ
の
後
、
中
国
史
を
官
と
民
の
対
立

と
い
う
点
か
ら
、
一
貫
し
て
読
み
解
こ
う
と
さ
れ

て
来
た
。最
近
は
、土
地
を
奪
わ
れ
た
農
民
が
当
局

に
対
し
て
、
法
と
実
力
の
両
面
で
抵
抗
す
る
動
き

に
注
目
し
、大
部
の
訳
書
も
上�

�
�梓�

さ
れ
て
い
る
。84

歳
の
老
学
究
が
壮
者
を
凌�

�

ぐ
現
実
へ
の
意
欲
を
示

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
奮
励
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。

河
合
文
化
教
育
研
究
所
主
任
研
究
員
の
谷
川
道
雄
先
生
が
、
去
る
6
月
7
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し

た
。
87
歳
で
し
た
。

谷
川
先
生
は
、一
九
九
四
年
に
河
合
文
化
教
育
研
究
所
に
主
任
研
究
員
と
し
て
お
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ご
専
門
は
中
国
中
世
史
で
、
こ
の
分
野
の
第
一
人
者
で
し
た
が
、
そ
の
ご
自
分
の
中
国
史
の
研
究
を
軸
に
、

文
教
研
で
は
東
ア
ジ
ア
史
や
「
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
近
代
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
数
多
く
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
精

力
的
に
臨
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
研
究
会
の
主
宰
や
顧
問
の
任
に
も
就
か
れ
て
み
な
さ
ん
を
指
導
さ
れ
、

研
究
成
果
の
発
表
や
そ
の
記
録
の
執
筆
に
も
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
最
近
は
特
に
現
代
中
国
農
民
運
動
に

深
い
関
心
を
寄
せ
て
、
中
国
農
民
の
真
摯
な
姿
に
触
発
さ
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
熱
意
の
こ
も
っ
た
ご
研

究
に
邁
進
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
中
国
史
研
究
が
単
に
特
定
の
文
化
世

界
を
分
析
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら

人
間
存
在
の
普
遍
性
に
つ
な
が
る
原
理
を

求
め
る
も
の
で
あ
り
た
い
と
か
ね
が
ね
考

え
て
い
ま
す
」
と
、
全
世
界
と
人
類
の
未

来
へ
向
け
た
人
類
普
遍
の
広
大
な
視
野
に

立
っ
て
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

研
究
に
向
か
う
姿
勢
は
粘
り
強
く
そ
の

精
神
力
は
強
靱
で
あ
り
な
が
ら
、
ひ
と
に

は
心
優
し
い
お
人
柄
で
し
た
。
生
涯
を
通

し
て
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
示
し
て
く

だ
さ
っ
た
先
生
に
、深
く
感
謝
の
意
を
込

め
て
、こ
こ
に
「
谷
川
道
雄
先
生
特
集
」

を
組
み
ま
し
た
。

特�集

谷
��川
��道
��雄
先
生

1
9
2
5
年
、熊
本
県
水
俣
市
生
ま
れ
。
京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
、大
学
院
に
学
び
な
が
ら
、亀
岡
高
校
、洛
北
高
校
教
諭

に
勤
務
。
そ
の
後
、名
古
屋
大
学
教
授
、
京
都
大
学
教
授
を
定
年
退
官
し
、
龍
谷
大
学
教
授
。
京
都
大
学
名
誉
教
授
。
北
京
大

学・武
漢
大
学・北
京
師
範
大
学
客
座
教
授
。

谷川道雄先生 渡辺京二先生 中川久定先生

発表する谷川先生

主
任
研
究
員
会
議
２
０
１
３
年
4
月
15
日

〈
レ
ポ
ー
ト
報
告
〉

谷
川
道
雄

〈
研
究
発
表
〉

谷
川
道
雄

『
文
教
研
れ
ぽ
〜
と
』
2
0
0
7
／
春

よ
り
抜
粋

『
文
教
研
れ
ぽ
〜
と
』
2
0
0
8
／
春

よ
り
抜
粋

朝
日
新
聞
2
0
1
0
／
6
／
17



3

《
渡
辺
先
生
へ
の
私
信
》

谷
川
先
生
の
中
国
中
世
の
共
同
体
へ
の
関
心
と
、

渡
辺
先
生
が
こ
だ
わ
る
近
代
日
本
に
お
け
る
共
同

体
へ
の
関
心
は
、
事
実
や
事
例
か
ら
歴
史
を
読
み

解
き
人
間
が
生
き
て
き
た
歴
史
世
界
を
考
え
続
け

る
と
い
う
お
二
人
に
共
通
す
る
姿
勢
で
す
。

谷
川
先
生
が「
最
近
の
中
国
農
村
に
つい
て
い
ろ
い
ろ

考
え
さ
れ
ら
れ
る
興
味
深
い
事
件
が
起
こ
り
ま
し

た
の
で
、そ
れ
に
関
す
る
資
料
を
ご
一
覧
に
供
し
た

い
と
思
い
ま
す
。」と
、渡
辺
先
生
に
私
信
を
送
り
ま

す
。渡
辺
先
生
が
関
わ
る
同
人
誌『
道
標
』編
集
部

か
ら
、そ
の
通
信
を
ぜ
ひ
掲
載
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い

う
要
請
を
受
け
た
谷
川
先
生
は
、さ
ら
に
詳
し
い
説

明
を
添
付
し
て
快
諾
さ
れ
ま
し
た
。

烏
坎
村
事
件
と
共
同
体
の
復
讐

こ
の
村
の
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
と
も
い
う
べ
き
闘
争

態
勢
を
組
織
づ
け
て
い
る
の
が
、
伝
統
的
な
宗
族

制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
闘
争
の

セ
ン
タ
ー
が
こ
の
村
の
廟
の
建
築
を
模
し
た
芝
居

小
屋
前
の
広
場
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
に
強
く

魅
か
れ
て
い
ま
す
。（
中
略
）

毛
沢
東
は
こ
の
宗
族
組
織
を
根
拠
に
し
た
族
権

の
撲
滅
を
計
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
脈
々
と
生

き
続
け
、
そ
れ
が
今
回
の
土
地
奪
還
闘
争
の
組
織

基
盤
と
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
原
因

は
共
産
党
の
汚
職
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
歴
史
は

本
当
に
お
も
し
ろ
い
で
す
。
私
は
か
つ
て
「
階
級

制
度
に
よ
っ
て
辱
め
ら
れ
た
共
同
体
の
復
讐
」
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が（『
中
国
中
世

社
会
と
共
同
体
』）、
そ
の
通
り
に
な
っ
た
の
で
す

か
ら
オ
ド
ロ
キ
で
す
。

次
に
、
谷
川
先
生
は
「
さ
て
、
本
誌
の
前
号
に
載

せ
て
頂
い
た
広
東
省
烏
坎
村
の
た
た
か
い
に
つ
い

て
、
そ
の
後
さ
ら
に
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
少
し
し
つ
こ
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、補
足
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
い
立
ち
ま
し
た
」

と
、渡
辺
先
生
あ
て
に
手
紙
を
出
さ
れ
、こ
の
通
信

［
烏
坎
村
事
件
か
ら
連
想
す
る
こ
と
二
題
］ は
次
の

号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
の
〈
一
、
闘
争
と
観
劇
〉
で
、
烏
坎
村
の

闘
争
セ
ン
タ
ー
が
芝
居
小
屋
前
の
広
場
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
連
想
し
た
清
朝
時
代
の
抗
租
運
動
に
関

す
る
記
録
を
紹
介
し
、そ
の
広
場
が「
彼
ら
の
連
帯

に
と
っ
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
象
徴
的
地
点
で
あ
っ

た
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。〈
二
、
宗
族
の
内
な

る
力
〉
で
は
、「
現
代
の
最
も
先
鋭
な
闘
い
に
お
い

て
、
伝
統
的
な
血
縁
団
体
で
あ
る
宗
族
が
人
び
と

の
連
帯
を
支
え
て
い
た
と
は
思
い
も
寄
り
ま
せ
ん

で
し
た
。し
か
し
そ
の
後
、中
国
の
学
者
の
農
村
調

査
記
録
を
読
ん
で
い
て
、
そ
れ
が
そ
ん
な
に
奇
異

な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
」
と
宗
族

に
つ
い
て
詳
し
く
論
を
運
び
ま
す
。

烏
坎
村
事
件
か
ら
連
想
す
る
こ
と
二
題

〈
二
、
宗
族
の
内
な
る
力
〉

そ
も
そ
も
宗
族
と
は
何
か
。
宗
族
の
精
神
と
は

何
か
。
ま
ず
そ
の
根
源
の
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み

れ
ば
、
宗
族
組
織
と
は
も
と
も
と
同
族
に
対
す
る

救
済
組
織
で
す
。
な
ぜ
同
族
を
救
済
す
る
か
と
言

え
ば
、
そ
れ
は
同
一
の
祖
先
か
ら
血
を
分
け
た
間

柄
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
組
織
の
中
に
あ
っ
て
個
々

人
は
生
き
て
ゆ
く
保
証
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
に
は
そ
の
共
通
の
祖
先
を
祀
り
、
血
統
を
正

し
、
族
内
の
倫
理
生
活
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
族
譜
を
作
っ
て
こ
れ
を
文

字
に
著
し
、
族
田
を
設
け
て
救
済
措
置
（
救
貧
、

奨
学
な
ど
）
を
講
ず
る
わ
け
で
す
。

私
が
こ
こ
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
族
譜

に
つ
い
て
で
す
。
族
譜
は
一
族
の
系
譜
を
載
せ
た

も
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
、
族
規
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
族
規
は

一
族
の
守
る
べ
き
規
律
で
、
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦

間
の
倫
理
は
勿
論
の
こ
と
家
庭
経
営
の
あ
り
方
等

が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
単
に
族
内
の
こ

と
を
述
べ
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
近
隣
と
の
和
睦

を
説
き
、
争
い
を
戒
め
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る

例
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
宗
族
は
た

し
か
に
一
族
の
結
束
し
た
組
織
で
は
あ
り
ま
す
が
、

地
域
社
会
と
の
共
存
な
し
に
は
、
基
本
的
に
生
き

て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
血
縁
は
人
の
存
在

の
由
来
を
示
す
も
の
で
す
が
、
人
が
現
実
に
生
き

る
場
は
地
縁
の
世
界
で
す
。
個
々
人
は
誰
で
も
血

縁
と
地
縁（
つ
ま
り
時
間
と
空
間
）の
交
叉
す
る
と

こ
ろ
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
、
族
規
を
作
成
し
た

人
た
ち
は
、こ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、内
外

の
倫
理
を
説
い
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）

伝
統
を
単
に
お
く
れ
た
も
の
と
見
ず
、
ま
た
そ

れ
を
近
代
化
に
利
用
し
得
る
手
段
と
の
み
見
な
す

の
で
も
な
く
、
そ
の
意
味
を
根
源
に
立
ち
返
っ
て

考
え
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
立
場
が
あ
る
よ
う

に
思
う
の
で
す
が
、い
か
が
で
し
ょ
う
か
。こ
の
立

場
に
立
て
ば
、歴
史
は
す
で
に
経
過
し
て
し
ま
っ
た

時
間
で
は
な
く
、
現
代
の
課
題
を
直
接
照
射
し
て

く
れ
る
知
的
体
験
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

随
分
回
り
道
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
宗
族

組
織
は
烏
坎
村
だ
け
で
な
く
、
他
の
地
域
で
も
さ

ま
ざ
ま
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な

が
ら
私
に
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
面

民
衆
の
日
常
生
活
を
律
す
る
制
度
で
す
が
、
他
面

で
は
、
政
治
の
世
界
に
反
応
し
て
活
動
す
る
内
な

る
力
で
も
あ
り
ま
す
。
烏
坎
村
の
臨
時
村
民
代
表

理
事
会
は
、
そ
の
最
も
戦
闘
的
な
姿
で
あ
っ
た
と

言
え
ま
し
ょ
う
。
　

最
後
に
一
言
つ
け
加
え
ま
す
と
、
民
間
の
自
主

組
織
で
あ
る
宗
族
は
、
一
方
で
「
自
主
的
に
」
解

体
し
て
ゆ
く
性
質
も
持
っ
て
い
ま
す
。
春
節
で
帰

郷
し
た
農
民
工
た
ち
が
、
村
祭
に
参
加
し
な
く
な

り
、
み
こ
し
を
担
ぐ
の
は
老
人
と
子
ど
も
ば
か
り

と
い
う
新
聞
記
事
を
見
ま
し
た
。
毛
沢
東
の
権
力

を
も
っ
て
し
て
も
根
絶
で
き
な
か
っ
た
宗
族
共
同

体
が
、
市
場
経
済
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
溶
け
て
ゆ

く
の
で
す
ね
。

さ
ら
に
『
道
標
』
2
0
1
3
年
春
号
に
、「
湖
南
省

衝
陽
県
農
民
協
会
の
こ
と
─
中
国
農
民
運
動
の
最

先
端
」の
原
稿
を
寄
せ
ま
す
が
、そ
れ
は
、烏
坎
村

と
は
異
な
る
「
孤
立
し
が
ち
な
村
々
の
維
権
分
子

が
連
帯
し
て
、
全
県
に
ま
た
が
る
組
織
を
作
り
上

げ
た
」農
民
運
動
の
事
例
で
し
た
。そ
の
農
民
協
会

を
ま
と
め
た
の
が
彭
栄
俊
と
い
う
人
で
す
が
、
そ

の
闘
い
を
現
在
の
農
民
運
動
の
実
体
の
一
例
と
し

て
伝
え
て
、
引
き
続
き
運
動
を
担
っ
た
人
た
ち
の

人
間
像
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
、
ま
た
新
た
な
研

究
へ
の
意
欲
を
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

湖
南
省
衝
陽
県
農
民
協
会
の
こ
と
─

中
国
農
民
運
動
の
最
先
端

衝
陽
県
農
民
協
会
は
決
し
て
自
動
的
に
出
来
上

が
っ
た
組
織
で
は
な
い
。
減
負
代
表
た
ち
が
当
局

の
圧
迫
に
抗
し
つ
つ
必
死
に
な
っ
て
作
り
上
げ
た

集
団
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
構
成
す
る
一

人
一
人
に
ま
で
降
り
立
っ
て
そ
の
精
神
構
造
を
理

解
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

勿
論
、
一
時
期
三
千
人
を
擁
す
る
と
い
わ
れ
た
そ

の
メ
ン
バ
ー
の
す
べ
て
を
考
察
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
そ
の
発
起
人
中
の
一
部
の
人
び
と

に
つ
い
て
は
、
幸
い
に
于
建
嶸
氏
に
よ
る
記
録
が

発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
録
に
拠
り
つ
つ
衝
陽

県
農
民
協
会
の
領
袖
た
ち
の
人
間
像
に
迫
っ
て
み

た
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

【
中
国
の
研
究
者
と
の
交
流
】

谷
川
先
生
が
、
中
国
の
専
門
家
の
中
国
政
法
大
学

社
会
学
院
の
応
星
教
授
と
中
国
北
京
大
学
社
会
学

系
の
周
飛
舟
教
授
に
、評
論「
現
代
中
国
農
民
維
権

運
動
の
歴
史
的
位
置
」
を
送
る
と
返
信
が
あ
り
ま

し
た
。

特
別
寄
稿
　
現
代
中
国
農
民
運
動
の

性
格
を
め
ぐ
って
─
中
国
専
家
と
の
交
流
記
録
─

応
星
・
周
飛
舟
の
両
先
生
は
、
い
ず
れ
も
私
が

中
国
農
民
の
歴
史
的
に
一
貫
し
た
存
在
様
式
を
自

立
─
依
存
と
い
う
図
式
で
と
ら
え
た
こ
と
に
対
し

て
、
全
面
的
な
賛
意
を
表
明
し
て
下
さ
っ
た
。
そ

し
て
そ
の
構
想
が
今
日
の
維
権
農
民
運
動
の
意
義

を
考
え
る
上
に
も
有
効
で
あ
る
と
も
評
価
し
て
い

た
だ
い
た
。
私
は
自
分
の
拙
い
考
え
が
、
こ
の
よ

う
に
両
先
生
の
支
持
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
、
限

り
な
い
激
励
を
感
じ
る
。（
中
略
）

私
は
現
代
の
農
民
維
権
運
動
が
農
民
の
他
者
依

存
か
ら
自
己
依
存
へ
転
換
す
る
推
進
力
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
両
先
生
は
そ
の
原
則
を
認
め
た
上
で
、

し
か
し
実
際
は
そ
こ
へ
容
易
に
向
か
い
得
な
い
現

状
が
あ
る
こ
と
を
教
示
さ
れ
た
。
実
体
に
触
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
私
は
、
こ
の
現
状
を
忠
実
に
受

け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
自
己
依
存
と

い
う
の
は
、
農
民
が
互
い
に
連
帯
し
て
地
方
政
府

の
不
法
か
ら
自
己
の
権
益
を
守
り
、
そ
の
自
立
生

活
を
確
保
し
て
ゆ
く
体
制
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
如
何
に
困
難
な
こ
と
で
あ

る
か
、
改
め
て
運
動
の
内
面
を
知
ら
さ
れ
た
思
い

で
あ
る
。

中
国
の
両
先
生
か
ら
の
返
事
に
感
激
さ
れ
た
谷
川

先
生
は
、つ
い
で「
あ
る
無
量
の
感
激
を
禁
じ
得
な

い
」
と
大
学
卒
業
以
来
の
研
究
生
活
を
振
り
返
り

ま
す
。
魏
晋
南
北
朝
・
隋
唐
史
の
研
究
か
ら
豪
族

共
同
体
論
を
発
表
し
、
自
説
を
堅
持
し
て
こ
ら
れ

ま
し
た
が
、
中
国
史
の
全
時
代
に
対
し
て
繋
が
る

の
か
と
い
う
問
題
は
残
り
ま
し
た
。
現
代
農
民
運

動
を
研
究
す
る
中
で
の
視
点
が
独
善
に
陥
っ
て
い

な
い
か
ど
う
か
と
い
う
不
安
を
抱
え
て
い
た
時
の
、

中
国
の
専
門
家
か
ら
の
賛
意
で
し
た
。

こ
れ
は
私
の
長
年
の
中
国
史
研
究
の
終
点
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
過
去
と
現
在
を
結
び
つ

け
て
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
る
視
点
と
し
て
私
が
用

い
た
の
は
、
自
立
─
依
存
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で

あ
っ
た
。
私
は
こ
れ
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
豪
族
共

同
体
論
を
今
日
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

感
慨
を
も
つ
。
ま
こ
と
に
細
々
な
が
ら
、
過
去
と

現
在
は
、
私
の
内
面
で
結
び
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
未
来
は
、
こ
の
現
在
の
動
向
が
そ
れ
を
決

す
る
で
あ
ろ
う
。

【
教
育
者
と
し
て
の
谷
川
先
生
】

谷
川
先
生
に
は
、
中
国
史
研
究
者
と
し
て
の
面
と

も
う
ひ
と
つ
教
育
者
と
し
て
の
面
が
あ
り
ま
し
た
。

教
育
者
と
し
て
の
一
面
が
特
に
強
い
の
は
、
高
校

教
諭
を
勤
め
た
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
言

え
ま
し
ょ
う
。先
生
は「
わ
た
し
は
教
室
で
は
生
徒

と
同
じ
目
線
で
見
る
よ
う
に
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

教
壇
の
上
か
ら
向
か
い
合
っ
て
い
た
の
で
は
分
か

ら
な
い
。
だ
か
ら
必
ず
教
壇
を
降
り
て
生
徒
の
後

ろ
に
行
っ
て
同
じ
方
向
か
ら
見
る
ん
で
す
よ
。」と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

文
教
研
に
お
手
紙
を
戴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
同
封
さ
れ
た
新
聞
記
事
の
一
部
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

部
屋
で
探
し
も
の
を
し
て
い
ま
し
た
ら
、
今
か

ら
27
年
前
に
、
中
日
新
聞
に
書
い
た
拙
文
の
コ
ピ

ー
が
出
て
来
ま
し
た
。
教
育
に
対
す
る
自
分
の
考

え
が
、
約
30
年
、
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
に

驚
き
ま
し
た
。
教
育
と
は
、
そ
の
時
々
の
人
類
共

同
体
の
再
生
産
の
た
め
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
方

で
す
。
現
在
の
我
々
に
と
っ
て
の
人
類
共
同
体
の

課
題
を
自
覚
し
（
例
え
ば
自
然
環
境
の
問
題
、
人

と
人
と
の
関
係
の
問
題
）、各
個
人
が
そ
れ
に
向
か

っ
て
知
を
磨
い
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
た

も
の
で
す
。
現
代
の
教
育
論
が
と
も
す
れ
ば
、
個

人
の
側
（
あ
る
い
は
抽
象
的
な
社
会
）
か
ら
し
か

見
 て
い
な
い
の
に
対
す
る
不
満
で
も
あ
り
ま
す
。

教
育
論
だ
け
で
な
く
、
学
問
論
に
対
し
て
も
、
同

じ
で
す
。

2
0
0
5
／
5
／
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教
え
る
こ
と
�学
ぶ
こ
と

谷
川
道
雄

個
々
人
の
自
主
性
に
も
と
づ
い
た
新
し
い
連
帯

の
原
理
を
創
り
出
す
こ
と
が
果
た
し
て
で
き
る
か

ど
う
か
、
人
類
の
将
来
は
そ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
人
が
教
え
学
ぶ
こ
と
も
、

決
し
て
単
な
る
個
人
の
人
格
形
成
と
い
う
枠
に
と

ど
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
連
帯

の
道
を
率
先
し
て
模
索
す
る
�
戦
士
�
の
育
成
こ

そ
、
教
育
の
根
本
目
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
。

す
で
に
学
問
の
諸
分
野
で
は
、
新
し
い
胎
動
が

始
ま
っ
て
い
る
。
一
口
で
言
え
ば
、
近
代
主
義
・

個
人
主
義
の
学
問
か
ら
自
然
と
人
間
に
連
帯
す
る

学
問
へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
転

換
は
学
問
外
の
分
野
で
も
冒
険
的
に
試
み
ら
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
理
念
と
成
果
を
教

え
学
ぶ
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
は
自
己
の
生

の
意
義
を
見
い
だ
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
谷
川
先
生
が
選
ん
だ
図
書
】

河
合
文
化
教
育
研
究
所
で
は
2
0
1
0
年
か
ら

推
薦
図
書
『
わ
た
し
が
選
ん
だ
こ
の
一
冊
』
を
発

行
し
て
い
ま
す
。

谷
川
先
生
は
、
無
教
会
主
義
で
非
戦
論
を
と
な

え
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
・
内
村
鑑
三
の
著
書
を
2
度

推
薦
さ
れ
ま
し
た
。『
代
表
的
日
本
人
』で
は
�
本

書
が
英
語
で
書
か
れ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国
で

な
い
日
本
に
も
、
世
俗
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ど
は

る
か
に
及
ば
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
を
も
っ

た
人
物
が
存
在
し
た
こ
と
を
、
世
界
の
人
び
と
に

知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
の
い
う

キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
と
は
何
か
。
財
産
や
地
位
や

名
声
な
ど
を
省
み
ず
、
つ
ま
り
自
分
一
身
の
利
益

を
捨
て
、人
び
と
の
為
に
献
身
的
に
働
い
て
一
生
を

送
っ
た
、そ
の
純
粋
な
人
間
の
魂
の
こ
と
で
あ
る
�

と
解
き
、『
後
世
への
最
大
遺
物
 デ
ン
マ
ル
ク
国
の

話
』
で
は
�
何
の
特
別
な
能
力
も
な
い
平
凡
な
人

間
が
、自
分
の
信
ず
る
道
を
ひ
た
す
ら
に
歩
み
、そ

の
精
神
が
他
人
に
も
伝
わ
っ
て
ゆ
く
、
こ
れ
こ
そ

「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」だ
と
説
く
の
で
あ
る
�
と

送
る
べ
き
人
生
に
つ
い
て
教
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
川
裕
の
『
ア
イ
ヌ
の
物
語
世
界
』
で
は
�
ア

イ
ヌ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
人
間
を
除
く
自
然
界

は
す
べ
て
「
カ
ム
イ
」
で
「
人
間
に
な
い
力
」
を

も
っ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
両
世
界

は
対
等
の
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
自

然
と
の
共
生
」で
あ
る
�。 今
年
2
0
1
3
年
は
カ

ト
リ
ッ
ク
信
者
・
遠
藤
周
作
の『
イ
エ
ス
の
生
涯
』

で
、
い
じ
め
に
苦
し
ん
で
命
を
絶
っ
た
中
学
生
の

こ
と
に
触
れ
、�
彼
等
彼
女
等
に
と
っ
て
、欲
し
い

の
は
、
自
分
の
苦
し
み
を
自
分
と
一
緒
に
苦
し
み
、

泣
い
て
く
れ
る
人
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
人
が
こ

の
世
に
存
在
し
た
ら
痛
ま
し
い
選
択
も
避
け
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
─
─
そ
ん
な
人
が
こ
の
世
に
存

在
し
た
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
だ
と
い
う
の
で
あ
る
�

と
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
本
の
選
択
に

も
谷
川
先
生
の
、
人
と
人
と
の
共
生
、
人
と
自
然

と
の
共
生
と
い
う
教
育
観
が
う
か
が
え
ま
す
。

谷
川
先
生
の
あ
く
な
き
研
究
へ
の
情
熱
と
次
世
代
へ

託
す
思
い
に
強
く
打
た
れ
ま
し
た
。
長
い
間
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
編
集
　
文
教
研
・
東
京
）

谷川道雄先生の主な著書
【単行本】
『唐の太宗』、『隋唐帝国形成史論』、『中国中世社会
と共同体』、『世界帝国の形成 後漢─隋・唐』、『中
国中世の探求─歴史と人間』、『増補 隋唐帝国形成
史論』、『中国史とは私たちにとって何か─歴史と
の対話の記録』、『戦後日本から現代中国へ─中国
史研究は世界の未来を語り得るか』、『隋唐世界帝
国の形成』
【共編著】
『歴史と現代  一九五四年度.歴史学研究会大会報告』
共著、『中国中世史研究六朝──隋唐の社会と文化』
川勝義雄との共著、『新書東洋史上・下』伊藤道治
他共著、『中国民衆叛乱史 Ⅰ─Ⅳ』森正夫との共編、

『交感する中世─日本と中国』網野善彦との共著、
『戦後日本の中国史論争』編著、『中国中世史研究 続
編」、『東アジア史を問い直す──「戦後五〇年」を
超えて』共著、『社会・文化・思潮─東海の地平か
ら」共著、『魏晋南北朝隋唐時代史の基本問題』編
著、『内藤湖南の世界 アジア再生の思想』共編著、

『歴史の中を人間はどう生きてきたか─私たちの場
所から中国中世を見る』共著
【訳文】
『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  谷川道雄監修  中田和宏・
田村俊郎訳
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長野敬先生 丹羽健夫先生 木村敏先生

『
道
標
』
2
0
1
2
／
夏

よ
り
抜
粋

『
道
標
』
2
0
1
2
／
秋

よ
り
抜
粋

中
日
新
聞
　
1
9
7
8
／
1
／
4

よ
り
抜
粋

『
道
標
』
2
0
1
3
／
春

よ
り
抜
粋

『
研
究
論
集
 第
10
集
』
2
0
1
2
／
12
よ
り
抜
粋

文
教
研
事
務
局
御
中

◆
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今
年
は
三
冊
本
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
一
冊

は
こ
れ
ま
で
書
き
溜
め
た
石
牟
礼
道
子
論
を
集

め
た
も
の
。『
も
う
ひ
と
つ
の
こ
の
世
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、六
月
に
弦
書
房
か
ら
出
た
。彼
女

の『
天
湖
』と
い
う
と
て
も
風
変
わ
り
な
小
説
に

つ
い
て
、
私
な
り
の
論
を
書
き
お
ろ
し
て
収
録

で
き
た
の
が
何
よ
り
だ
っ
た
。

二
冊
目
は
熊
本
大
学
そ
の
他
で
行
な
っ
た
講

演
五
本
を
収
め
た
も
の
で
、「
平
凡
社
新
書
」
の

一
冊
と
し
て
十
月
に
出
る
予
定
だ
。
熊
大
で
頼

ま
れ
た
の
が「
近
代
再
考
」と
い
っ
た
テ
ー
マ
だ

っ
た
し
、
大
体
そ
の
線
に
そ
う
話
を
集
め
た
の

で
、
そ
れ
に
ふ
さ
う
タ
イ
ト
ル
を
平
凡
社
の
方

で
考
え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
新
書

を
書
い
て
く
れ
と
頼
ま
れ
て
も
う
何
年
も
経
っ

て
い
る
。
や
っ
と
約
束
が
果
せ
た
。

三
冊
目
は『
万
象
の
訪
れ
』と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
短
文
集
で
、
弦
書
房
か
ら
こ
れ
も
十
月
に
出

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
い

ろ
ん
な
場
に
書
い
て
、
ま
だ
本
に
収
め
て
い
な

か
っ
た
短
文
を
取
り
揃
え
た
。
い
く
ら
か
私
の

試
行
錯
誤
の
あ
と
を
示

す
も
の
に
な
っ
て
く
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。

三
冊
と
も
、
以
前
の

仕
事
を
ま
と
め
た
も
の

だ
し
、
た
い
し
て
思
考
に

進
展
が
な
い
の
が
は
ず
か
し
い
。

今
年
は
も
う
無
理
に
し
て
も
、
来
年
出
そ
う
と

思
っ
て
い
る
本
も
何
冊
か
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま

だ
本
に
収
め
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
ま
と
め
る

性
質
の
も
の
で
、
何
だ
か
死
を
前
に
し
て
店
じ

ま
い
の
準
備
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。

と
に
か
く
谷
川
道
雄
先
生
に
死
な
れ
た
の
は

こ
た
え
た
。四
月
、研
究
員
会
議
で
気
迫
に
満
ち

た
お
話
を
聞
い
た
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
私
は

む
か
し
か
ら
同
年
輩
の
友
よ
り
、五
、六
歳
以
上

年
長
の
人
た
ち
が
好
き
で
、ウ
マ
が
合
っ
た
。道

雄
先
生
は
人
柄
が
無
条
件
に
魅
力
的
で
、
し
か

も
お
仕
事
の
方
向
に
共
感
が
持
て
、
そ
し
て
何

よ
り
も
現
実
と
相�

�

渉�
�

る
学
問
を
希
求
な
さ
る
熱

情
に
、つ
ね
に
励
ま
さ
れ
る
思
い
が
し
て
来
た
。

も
う
あ
の
気
品
あ
る
お
姿
を
見
る
こ
と
が
か
な

わ
ず
、
哀
し
い
。
店
じ
ま
い
な
ど
と
言
え
ば
、
先

生
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
け
な
し
の
気

力
を
絞
る
し
か
な
い
。

〈
注
記
〉「
平
凡
社
新
書
」の
拙
著
は『
近
代
の
呪
い
』

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ
た
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

渡
辺
京
二（
わ
た
な
べ・
き
ょ
う
じ
）

文
教
研
主
任
研
究
員
。

法
政
大
学
社
会
学
部
卒
。

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
日
本
近

代
論
、
近
代
思
想
史
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
12
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
37
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
25
年
間
現
代
文

科
講
師
を
つ
と
め
る
。

著
書
：『
万
象
の
訪
れ
』『
近
代
の
呪
い
』

『
も
う
ひ
と
つ
の
こ
の
世
─
石
牟
礼
道

子
の
宇
宙
』『
江
戸
と
い
う
幻
景
』、『
評

伝
宮
崎
滔
天
』（
新
版
）、『
北
一
輝
』、

『
ア
ー
リ
ー
モ
ダ
ン
の
夢
』
ほ
か
多
数
。

私
は
、
子
ど
も
の
と
き
か
ら
長
ら
く
文
学
史
や

民
俗
学
に
興
味
を
持
っ
て
き
た
。
そ
し
て
秘
か
に
、

歴
史
と
民
俗
学
の
合
体
の
よ
う
な
も
の
を
、
自
分

の
一
生
の
研
究
の
対
象
に
し
よ
う
と
思
っ
て
き
た
。

そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
に
、
小
学
校
に
入
る
前
に
幼
い
私
に

祖
母
が
何
度
も
繰
り
返
し
語
っ
て
聞
か
せ
た
話
が

あ
る
。
こ
の
話
が
私
の
内
に
一
つ
の
核
を
形
成
し
、

小
学
校
時
代
に
は
安
田
徳
太
郎
の
本（『
わ
た
し
が

選
ん
だ
こ
の
一
冊
』
2
0
1
3
年
版
参
照
）
を
読

み
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
度
は
そ
の
安
田
徳

太
郎
の
影
響
で
、
そ
の
後
の
お
び
た
だ
し
い
読
書

の
中
に
柳
田
国
男
や
宮
本
常
一
な
ど
の
民
俗
学
を

読
む
と
い
う
一
つ
の
筋
が
で
き
て
い
っ
た
。
さ
ら

に
そ
こ
に
、
学
生
に
な
っ
て
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な

師
と
の
個
人
的
な
関
係
（
中
川
久
定
氏
・
故
谷
川

道
雄
氏
・
故
廣
松
渉
氏
・
故
網
野
善
彦
氏
な
ど
）

と
若
き
日
の
学
生
運
動
が
、
こ
の
歴
史
と
民
俗
学

の
合
体
の
う
ち
に
物
事
を
み
る
、
あ
る
い
は
歴
史

の
背
後
に
常
に
生
き
た
人
問
の
生
活
を
捉
え
よ
う

と
す
る
私
の
傾
向
を
決
定
づ
け
て
い
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
祖
母
の
話
に
つ
い
て
書
こ
う
。

子
ど
も
の
と
き
、
毎
日
、
駅
で
汽
車
を
何
時
間

も
眺
め
な
が
ら
祖
母
か
ら
同
じ
話
を
何
回
も
聞
い

た
。
そ
れ
は
祖
母
が
実
際
に
目
撃
し
た
も
の
で
は

な
く
、
彼
女
の
母
や
そ
の
祖
母
の
直
接
の
目
撃
談

と
し
て
「
彼
女
が
伝
え
聞
い
た
も
の
」
で
あ
っ
た
。

明
治
維
新
の
前
、
大
井
の
宿
（
注
１
）
に
、
数
百
人

の
水
戸
の
浪
士
が
命
か
ら
が
ら
逃
げ
込
ん
で
き
た

の
で
、
憐
れ
ん
だ
大
井
の
宿
の
人
々
が
彼
ら
に
食

い
物
や
水
を
与
え
て
休
ま
せ
た
。
し
か
し
彼
ら
は

そ
こ
に
長
く
留
ま
る
こ
と
な
く
、
最
後
に
は
ア
ル

プ
ス
を
越
え
て
ど
こ
か
へ
去
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。

学
歴
も
知
識
も
な
い
祖
母
た
ち
は
、
彼
ら
を
「
井

伊
大
老
」
を
切
っ
た
水
戸
の
浪
士
た
ち
だ
と
信
じ

て
い
て
、
伝
え
聞
い
た
細
か
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交

え
な
が
ら
私
に
何
度
も
話
す
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
長
じ
て
、
私
は
そ
れ
が
桜
田
門
外
の
変

（
1
8
6
0
年
）よ
り
4
年
あ
と
の「
水
戸
天
狗
党
」

の
反
乱
者
の
浪
士
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。

そ
れ
で
歴
史
の
本
や
絵
を
祖
母
に
見
せ
て
、彼
ら
は

「
水
戸
天
狗
党
の
乱
」の
浪
士
た
ち
で
あ
り
、水
戸

か
ら
中
山
道
を
下
っ
て
き
て
、
最
後
に
は
敦
賀
で

処
刑
さ
れ
た
（
死
罪
352
人
、
島
流
し
137
人
、
水
戸

藩
渡
し
130
人
）
こ
と
を
示
し
、
こ
の
北
陸
（
注
２
）
で

の
数
百
人
（
女
性
も
数
人
い
た
）
を
越
え
る
処
刑

事
件
の
大
き
さ
か
ら
し
て
、
桜
田
門
外
の
変
を
引

き
起
こ
し
た
水
戸
浪
士
の
二
十
数
人
で
は
な
い
こ

と
を
何
度
も
説
明
し
た
。
し
か
し
、
祖
母
は
つ
い

に
納
得
し
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
無
学
の
祖
母
は
、

本
の
知
識
に
よ
る
私
の
整
合
的
な
説
明
よ
り
も
、自

分
が
実
際
に
伝
え
聞
い
た
と
い
う
経
験
の
深
さ
を

信
じ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
庶
民
の
中
に
根
付
い

た
も
の
の
強
固
さ
と
い
う
も
の
が
、
私
の
中
に
あ

る
名
状
し
が
た
い
感
覚
と
し
て
残
っ
た
。

記
述
さ
れ
た
歴
史
の
背
後
に
は
、
自
明
な
こ
と

な
が
ら
、
人
々
が
生
き
た
膨
大
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

存
在
す
る
。
そ
の
奥
行
き
に
ま
で
目
が
届
か
な
け

れ
ば
、
歴
史
は
本
当
に
は
見
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。

（
注
1
）岐
阜
県
恵
那
市
の
中
仙
道
大
井
の
宿
。祖
母
の
生
家

は
そ
の
宿
の
坂
の
上
の「
上�

�

宿�
�
�

」。彼
ら
の
信
奉
し
た
水
戸
学

や
平
田
国
学
の
信
仰
の
地
が
恵
那
、中
津
川
で
あ
っ
た
。（
島

崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』）。

（
注
2
）こ
の
事
件
で
、水
戸
藩
は
明
治
維
新
の
前
に
反
乱
者

と
し
て
数
百
人
の
人
々
を
失
い
、反
乱
者
の
手
で
幕
府
側
の

水
戸
藩
の
支
持
者
も
失
っ
た
の
で
、明
治
政
府
の
中
心
に
人

を
送
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
反
省
で
、
次
の
戦
争

（
太
平
洋
戦
争
）で
水
戸
か
ら
18
万
人
を
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
線

に
送
っ
た
が
、食
糧
難
と
マ
ラ
リ
ア
等
で
ほ
と
ん
ど
戦
闘
な

し
に
17
万
8
千
人
が
戦
死
し
た
。飢
餓
の
た
め
死
ん
だ
戦
友

を「
食
べ
た
」と
、60
年
目
に
告
白
し
た
水
戸
の
老
人
を
、九

州
の
テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
が
あ
る
。

◉
プ
ロ
フィ
ー
ル

牧
野
　
剛
（
ま
き
の
・
つ
よ
し
）

文
教
研
特
別
研
究
員
。

名
古
屋
大
学
文
学
部
国
史
科
卒
業
。

私
塾
、
養
護
学
校
教
諭
、
高
等
学
校
教
諭
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

教
育
現
場
を
経
て
、
1
9
7
6
年
よ
り
河
合
塾
国
語
科
専
任

講
師
と
し
て
予
備
校
の
教
壇
に
立
つ
。
元
国
語
科
、
小
論
文

科
主
任
。
1
9
8
4
年
の
「
全
国
共
通
一
次
試
験
」
の
国
語

問
題
（
藤
田
省
三
『
精
神
史
的
考
察
』
を
�
ズ
バ
リ
的
中
�

さ
せ
、
大
き
な
話
題
に
な
る
。
そ
の
後
、
東
大
、
京
大
の
出

題
問
題
も
的
中
さ
せ
て
い
る
。
2
0
1
3
年
よ
り
現
職
。

学
生
運
動
・
市
民
運
動
の
中
心
を
担
い
、
社
会
の
矛
盾
を
問

い
続
け
て
き
た
姿
勢
が
、
そ
の
予
備
校
教
育
に
生
き
て
お
り
、

30
年
に
わ
た
っ
て
多
く
の
予
備
校
生
、
高
校
生
に
絶
大
な
支

持
を
得
て
き
た
。
文
教
研
お
よ
び
大
阪
校
、
福
岡
校
、
仙
台

校
な
ど
を
発
案
し
、
河
合
塾
の
全
国
体
制
の
基
礎
作
り
に
貢

献
。
そ
の
全
国
展
開
に
伴
っ
て
、
全
国
模
試
の
体
制
、
ベ
ー

シ
ッ
ク
（
低
学
力
）
コ
ー
ス
、
コ
ス
モ
（
大
検
）
コ
ー
ス
、

サ
テ
ラ
イ
ト
（
衛
星
）
授
業
の
設
立
な
ど
も
提
案
、
実
現
し

て
き
た
。
ま
た
、
日
・
中
・
韓
三
国
大
学
入
試
統
一
テ
ス
ト

比
較
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
学
校
支
援
も
行
っ
て
き
た
。

著
書
：『
予
備
校
に
あ
う
』『
偏
差
値
崩
壊
』
ほ
か
多
数
。

牧
野
　
剛

私
が
考
え
て
き
た
こ
と

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

以下の記述は、最近のある研究集会で持ち出
された問題を発端としている。（ただし元来の焦
点は、差別という人間社会での現象にあり、突
っ込んだ議論は別の機会に譲る）。

福島の原子炉の事故は、いま日本でもっとも
深刻、かつ複雑な事態である。指摘の一つとし
て、周辺に放出された放射性物質の影響（以下、
放射能と略称）が容易に回収されず残留して、後
続世代に影響を及ぼすことが危惧されている。
これは言ってみれば当然のことで、そもそも遺

伝子の本体がまだ五里霧中だった時期に、ハーマン・マラーはショウジョ
ウバエへの X 線照射実験から、動物への放射能の悪影響を説き、1946 年に
ノーベル賞を得た。人間も動物の仲間だから、放射能による障害児誕生は
当然予想される。ところが福島原発反対を訴えながら、次世代への影響を
反対の根拠としたがらない立場がある。それを根拠とすると、生まれる子
を障害の有無で差別することになるからである。

この立場はじつは放射能の問題に限らない（むしろ先天的なハンデキャ
ップにどう対応するかという、社会システムの設定の問題である）。たとえば
21 番染色体が通常の二本でなく三本であるトリソミー（ダウン症）のよう
な軽度〜中程度のハンデキャップについては、患者関連の団体も積極的に立
場を主張している。国連は 3 月21日（染色体の「3 重化」と 21番染色体にち
なむ）を 2012 年からダウン症の国際デーに設定し、障害を差別の根拠にし
ない姿勢を明確にした。

ハエと同じく人間も、攪乱的な環境などの影響は同じように受けるだろ
う。そこに二重の基準などはない。しかし影響を受けた個体が不利を蒙る
程度は、人間の社会システムでは他の動物の場合と明らかに違う。違いの
根拠である広義の共感（sympathy）は、類人猿の遠い祖先から受け継いで
きたのかもしれないが、宇宙の摂理とか真理が進化を通して必然的に人類
に流れ込んできたのではない。望ましい約束ごととして人類社会が自分の
社会に仕掛け、定着させた人工基準である。生物学の立場からこのことだ
け一言しておこう。
◉プロフィール
長野　敬（ながの・けい）
文教研主任研究員。
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酵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。

二つの基準 長 野 　 敬

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

私にも「年貢の納め時」が近づいている。小
学校一年生の頃、大人になったら何になりた
いか、と父に聞かれた。私は即座に、「天文学
者になりたい」と答えた。原田光夫の 2 冊の
本、すなわち『子供の天文学』と『子供に聞
かせる科学の話』（恒文社）を読んだからだっ
た。私は天文学者にはならず、フランス思想
史の研究者にはなった。大学一年生の時、私
はフランス文学志望の学生数人とよく集まり、
ガリ版刷りの同人雑誌『季節』を出すことに
なった。1950 年 11 月発行の第 1 号には私の

「ある季節の風景」という一文が掲載されてい
る。終始、凄みをきかせた文章の中には、当
時の私の内面の空虚さ、あるいは自信のなさ
が如実に表現されている。ただし、私がそこ
に引用しているアランのデカルトに関する一
句だけは、今もそのままに私のなかに生きて
いる。「けだし我々のうちには唯一の精神しか
なく、またこの精神は自己の中に相異なる諸
部分をもつものではない。感覚的な精神が同
時に理性的なのであり、すべてその欲望は意
志なのである」と。私はその後、これまで、ア
ランのこの言葉のように生きてきた、という
事実に今、はっきりと気づかされている。フ
ランス 18 世紀後半の思想史という狭い分野
でしか、私はこれまで仕事をしてこなかった
が、その研究をまとめた 1 冊の本『啓蒙の精
神 フランスと日本』の中に、私は私自身のす
べての感覚性、理性、欲望の三者を投げ入れ
ている。そこで問われているもの、それは当
時の知識人たちの実存である。18 世紀後半の
フランス。神への信仰を擁護するカトリック
教徒、それと対抗して、宗教的義務感に近い
感情をこめて、それぞれ自らの反宗教的立場
を固守する無神論者と理神論者たち。賭けら

れるものは、両者それぞれに固有の実存であ
り、私に問われるものもまた、私の感覚と理
性と意志、すなわち大学入学以来絶えず私に
問われ続けてきた、私自身の実存、すなわち
私の全存在にほかならない。

◉プロフィール
中川久定（なかがわ・ひさやす）

文教研主任研究員。
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っ
ている。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：『啓蒙の精神 フランスと日本』『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 compara-
tisme』、『Introduction à la culture japonaise:Es-
sais d'anthropologie rèciproque』（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'Eu-
rope』（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。

中 川 久 定

渡
辺
京
二

私
の
近
況
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