
私
も
浪
人
し
た
。
今
を
去
る
こ
と
半
世
紀
も
昔

だ
。そ
し
て
河
合
塾
に
通
っ
た
。挙
母
こ
ろ
も

町（
現
豊
田

市
）か
ら
名
鉄
三
河
線
の
知
立
ち
り
ゅ
う

で
乗
換
え
、金
山
で

降
り
、
チ
ン
チ
ン
電
車
の
市
電
に
乗
っ
て
桜
山
で

降
り
る
。
河
合
塾
の
校
舎
は
い
ま
で
こ
そ
日
本
中

に
数
十
箇
所
も
あ
る
が
、
当
時
は
木
造
の
桜
山
校

し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
家
を
出
て
片
道
一
時
間
半

か
か
っ
た
。

当
時
大
学
短
大
の
定
員
は
約
20
万
人
、
志
願
者

は
約
50
万
人
で
大
学
の
門
は
狭
か
っ
た
。
当
時
日

本
は
高
度
経
済
成
長
期
の
直
前
で
、
貧
乏
国
時
代

で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
浪
人
す
る
な
ど
と
い
う

こ
と
は
、
最
大
の
親
不
孝
で
あ
り
、
浪
人
は
強
い

「
日
陰
者
意
識
」
を
胸
に
抱
え
て
い
た
。
最
寄
の
駅

か
ら
予
備
校
ま
で
の
道
は
、
不
思
議
に
全
国
共
通

し
て「
親
不
孝
通
り
」と
よ
ば
れ
た
。そ
れ
だ
け
に

浪
人
生
の
心
意
気
に
も
切
羽
詰
っ
た
も
の
が
あ
っ

た
。四
当
五
落
な
ど
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
た
。一

日
五
時
間
の
睡
眠
で
は
合
格
し
な
い
ぞ
、
四
時
間

睡
眠
で
や
っ
と
だ
ぞ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
ん
な
わ
け
で
予
備
校
へ
入
れ
ば
が
ん
じ
が
ら

め
の
大
学
入
試
問
題
づ
く
し
と
覚
悟
し
て
い
た
が
、

そ
の
思
惑
は
は
ず
れ
た
。
高
校
の
授
業
よ
り
も
余

裕
が
あ
り
、
面
白
い
の
で
あ
る
。

英
語
講
読
は
塾
主
の
河
合
逸
治
先
生
の
担
当
で

あ
っ
た
。教
材
は
バ
イ
ロ
ン
の「
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ

ロ
ル
ド
の
巡
礼
」で
あ
っ
た
。擬
古
文
で
し
か
も
詩

文
と
き
て
い
る
。こ
れ
は
難
物
だ
と
身
構
え
た
が
、

講
義
の
中
身
は
格
調
高
く
、
英
文
学
の
魅
力
に
あ

ふ
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
河
合
逸
治
先
生
は
英
文

学
者
で
あ
っ
た
の
だ
。
バ
イ
ロ
ン
は
一
学
期
中
続

い
た
。

国
語
は
、
教
材
は
与
謝
蕪
村
で
あ
っ
た
。『
春
風

馬
堤
曲
』
を
は
じ
め

愁
ひ
つ
つ
丘
に
登
れ
ば
花
茨い

ば
ら

な
ど
の
詩
句
で
あ
っ
た
。

蕪
村
は
江
戸
時
代
の
人
で
あ
る
が
、『
春
風
馬
堤

曲
』
な
ど
は
現
代
詩
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
身
近

さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、一
驚
し
た
。蕪
村

も
一
学
期
中
続
い
た
。

夢
の
よ
う
な
河
合
塾
で
の
一
学
期
は
終
っ
た
。

夏
休
み
、
郷
里
の
挙
母
に
東
京
の
Ｓ
予
備
校
に

行
っ
て
い
た
友
人
た
ち
が
帰
っ
て
き
た
。
予
備
校

の
教
科
書
を
見
せ
合
っ
た
。友
人
た
ち
は「
お
前
何

を
の
ん
び
り
や
っ
て
る
ん
だ
」と
い
っ
た
。Ｓ
予
備

校
の
教
科
書
を
み
る
と
大
学
入
試
問
題
の
羅
列
で

あ
っ
た
。問
題
の
最
後
に「
Ｘ
Ｘ
年
度
Ｙ
Ｙ
大
学
出

題
」と
あ
る
の
が
眩
し
か
っ
た
。し
ま
っ
た
と
思
っ

た
。
二
学
期
は
東
京
に
下
宿
し
て
Ｓ
予
備
校
に
か

よ
っ
た
。

あ
れ
か
ら
半
世
紀
が
経
っ
た
。
い
ま
Ｓ
予
備
校

の
教
科
書
は
頭
の
中
か
ら
き
れ
い
に
消
え
て
い
る
。

し
か
し
バ
イ
ロ
ン
や
蕪
村
は
一
部
暗
誦
で
き
る
ほ

ど
心
身
の
一
部
と
な
っ
て
残
っ
て
い
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
。

中
西
学
園
理
事
。

元
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
い
、
著

作
活
動
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
実
施
し
、
そ
こ
で
発

言
を
し
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
で
、
留
学
の
隆
盛
の
歴
史
的
時
期
に
つ
い
て

思
索
中
。

ま
た
、
河
合
塾
教
育
情
報
部
編
集
の
高
校
の
先
生
方
向

け
情
報
誌
『
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
書
評
コ
ラ
ム
「
教
育
を

読
む
」
に
執
筆
を
し
て
い
る
。
昨
年
は
『
羊
の
宇
宙
』

『
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
』『
鹿
鳴
館
の
貴
婦
人
  大
山

捨
松
』『
漱
石
の
思
い
で
』『
怪
人
二
十
面
相
』
な
ど
。

い
ず
れ
も
河
合
塾
教
育
情
報
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
読

む
こ
と
が
で
き
る
。

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

■
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
紹
介
し
ま
す
。

他
の
予
備
校
に
は
な
い
河
合
塾
独
自
の
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
つ
と
広
く
外
の
世
界
に
も

眼
を
向
け
て
ほ
し
い
、
同
時
に
自
分
の
内
面
を
掘

り
下
げ
て
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
と
の
強
い
確
信
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。

一
方
で
、文
教
研
は
、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
汲
み
取
っ
て
集
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方

に
、
主
任
研
究
員
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
一
貫
し
て
独
自
の
姿
勢
に
徹
し
て
き
た
学

者
や
思
想
家
の
方
々
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
る
の
で
す
。
画
期
的
発
想
と
実
行
力
で
河

合
塾
の
文
化
活
動
を
牽
引
し
、
河
合
文
化
教
育
研

究
所
の
基
盤
作
り
を
し
た
特
別
研
究
員
も
い
ま
す
。

現
在
28
あ
る
研
究
会
は
、
研
究
員
が
河
合
塾
講

師
を
つ
と
め
な
が
ら
一
人
ひ
と
り
の
そ
れ
ぞ
れ
の

こ
だ
わ
り
の
テ
ー
マ
を
探
究
し
、
そ
の
結
果
を
み

な
さ
ん
に
還
元
し
よ
う
と
活
動
し
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
さ
ま
ざ
ま
な
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
ヵ
国
語
に
翻
訳
し
、

三
ヵ
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
挙
げ

ら
れ
ま
す
。

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
を
各

地
で
開
催
す
る
な
ど
、文
教
研
で
し
か
で
き
な
い
独

自
の
活
動
を
行
っ
て
き
て
い
ま
す
。

河
合
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
や
学
術
書
の
出
版
、
読
書

案
内『
わ
た
し
が
選
ん
だ
こ
の
一
冊
』の
制
作
な
ど

の
出
版
活
動
も
し
て
い
ま
す
。

■
文
教
研
の
め
ざ
す
も
の

〈
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
、戦
後
70
年
と
い
う
今
年
、東
ア
ジ
ア
の
近

代
の
歴
史
問
題
が
せ
り
あ
が
っ
て
き
た
な
か
、中
国

や
韓
国
の
研
究
者
や
若
い
人
々
と
歴
史
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
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
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
、文
教
研
で
は
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
。

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
。

文化も教育も
河合文化教育研究所

河合塾の付属研究機関
河合文化教育研究所は、
河合塾講師と研究者・
学者を研究員に擁し、
１８歳前後の若い人た
ちに〈知〉の現場を提
供すること、教育現場
と第一線の研究活動を
繋げることを目標に活
動しています。

研 究 会
■映画研究会
■エンターテイメント・メディア研究会
■学習デザイン研究会
■カブリ・ジオメトリ研究会
■漢文訓読研究会
■教育方法研究会
■経済研究会
■現代史研究会
■現代社会と教育研究会

■高等教育研究会
■国語教育の再構築研究会
■差別問題研究会
■女性論・男性論研究会
■初等教育研究会
■心身論研究会
■身体表現教育研究会
■生物学セミナー
■世界史研究会
■大学基礎準備教育研究会

■地域言語研究会
■ドストエフスキイ研究会
■内藤湖南研究会
■20世紀国際政治史研究会
■日韓文化交流研究会
■日本近代・思想史研究会
■認知と記号研究会
■東アジアの歴史と現代研究会
■廣松渉研究会

文
教
研
の

文
教
研
の

栞栞
し お りし お り

2015. 夏
発行・編集

河合文化教育研究所
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し
の
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時
代
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文教研のホームページに、創設以来 30

年の歴史における主任研究員・特別研

究員の紹介、活動の記録、出版物の詳細

などを掲載しています。

そのほか、毎年多く大学入試に出題さ

れる主任研究員の著作をリストアップ

しました。 

最新情報を更新していますので、ぜひ

ご訪問ください。

http://bunkyoken.kawai-juku.ac.jp/

ホームページのご案内

◆ 研究会紹介 ◆

河合文化教育研究所の

研究会は河合塾講師ら

が構成員で、現在 28の

研究会がそれぞれ独創

的な活動をしており、河

合塾生にその成果を活

かそうとしています。













































































◎木村　敏 主任研究員
◎丹羽健夫 主任研究員

◎中川久定 主任研究員
◎渡辺京二 主任研究員

◎長野　敬 主任研究員
◎牧野　剛 特別研究員

2

こ
こ
1
年
あ
ま
り
前
か
ら
心
身
の
状
態
が
す
こ
ぶ
る
よ

く
な
い
。2
0
1
3
年
の
暮
れ
に
雪
で
滑
っ
て
こ
ろ
び
、「
頭

蓋
底
骨
折
」と
い
う
厄
介
な
傷
害
を
起
こ
し
て
、救
急
車
で

脳
外
科
の
病
院
に
運
ば
れ
て
入
院
し
た
。奇
跡
的
に
よ
く
な

っ
て
退
院
し
た
が
、そ
れ
以
来
、脳
の
Ｍ
Ｒ
Ｉ
を
撮
っ
て
も

ら
う
と
、前
頭
葉
と
側
頭
葉
に
出
血
の
跡
が
あ
る
。歩
行
が

不
安
定
で
、転
ば
な
い
よ
う
に
歩
く
た
め
に
は
、こ
れ
ま
で

よ
り
も
う
ん
と
長
い
時
間
が
必
要
に
な
っ
た
。用
心
し
て
歩

い
て
い
て
も
す
ぐ
転
ん
で
、困
っ
た
こ
と
に
前
の
め
り
に
転

ぶ
の
で
顔
に
怪
我
を
す
る
。

そ
れ
と
、や
は
り
な
ん
と
い
っ
て
も
、知
的
な
衰
え
の
有

無
が
気
に
な
る
。他
人
の
書
い
た
論
文
や
本
を
理
解
す
る
能

力
は（
外
国
語
も
含
め
て
）ま
だ
大
丈
夫
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
が
、自
分
の
考
え
を
論
文
に
ま
と
め
る
力
が
衰
え

て
き
た
の
で
は
な
い
か
。現
在
の
自
分
の
行
動
の
方
向
づ
け

が
は
っ
き
り
定
ま
ら
な
い
。自
分
が
次
に
何
を
書
こ
う
と
し

て
い
る
の
か
、そ
の
方
向
を
決
め
る
能
力
、心
理
学
用
語
で

い
う
と
「
見
当
識
」（
オ
リ
エ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
）
が
き
ち
ん

と
定
ま
ら
な
い
。自
分
が
い
ま
、全
体
の
構
想
の
ど
こ
に
位

置
し
て
い
て
、ど
ち
ら
へ
進
も
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、

座
標
上
の
立
ち
位
置
が
あ
や
ふ
や
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

そ
ん
な
悪
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
の
数
年
間
、結
構

た
く
さ
ん
の
仕
事
を
し
て
き
た
。さ
せ
ら
れ
て
き
た
、と
言

っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。文
教
研
が
毎
年
の
暮

れ
に
東
京
で
開
催
し
て
い
る「
河
合
臨
床
哲
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」で
は
、2
0
1
2
年
か
ら
3
年
連
続
で
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト

を
つ
と
め
、
そ
の
最
初
2
回
（
2
0
1
2
年
の
「
臨
床
の
哲

学
」と
2
0
1
3
年
の「
感
性
と
悟
性
の
統
合
と
し
て
の
自

己
の
自
己
性
」）
は
、
文
教
研
か
ら
隔
年
に
出
し
て
い
る
シ

ン
ポ
論
集
『
臨
床
哲
学
の
諸
相
』
で
論
文
化
し
て
い
る
。

2
0
1
4
年
に
は
日
本
精
神
病
理
学
会
の
第
37
回
大
会
で

「
自
他
関
係
に
お
け
る
現
勢
態
と
潜
勢
態
」
と
題
す
る
特
別

講
演
を
し
て
、そ
れ
を
論
文
化
し
た
も
の
を『
臨
床
精
神
病

理
』
誌
に
載
せ
た
。

著
書
と
し
て
は
、昨
年『
あ
い
だ
と
生
命
│
│
臨
床
哲
学

論
文
集
』と
い
う
本
を
、こ
の
と
こ
ろ
私
の
書
い
た
も
の
を

よ
く
刊
行
し
て
く
れ
る
創
元
社
か
ら
出
版
し
た
。こ
れ
は
私

が
最
後
に
出
し
た
論
文
集
『
関
係
と
し
て
の
自
己
』（
み
す

ず
書
房
 2
0
0
5
年
〉
以
降
に
書
き
溜
め
た
論
文
の
中
か

ら
、8
篇
を
選
ん
で
論
文
集
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。論

文
集
を
出
す
と
き
、私
は
い
つ
も
か
な
り
長
い
序
論
を
書
き

下
ろ
し
て
、そ
れ
を
全
体
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
す
る
こ
と
に

し
て
い
る
。今
回
は
、2
0
1
2
年
の
西
田
哲
学
会
で
発
表

し
た「
西
田
哲
学
と
私
の
精
神
病
理
学
」が
内
容
的
に
そ
れ

に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、わ
ざ
わ
ざ
書
き
下
ろ
す
こ

と
は
し
な
か
っ
た
。そ
こ
に
も
書
い
て
あ
る
と
お
り
、私
の

精
神
病
理
学
は
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
西
田
哲
学
と
の

│
│
そ
し
て
そ
れ
に
い
わ
ば
触
発
さ
れ
た
形
で
ヴ
ィ
ク
ト

ー
ア
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
カ
ー
の
心
身
論
的
な
思
想

と
の
│
│
関
係
な
し
に
は
語
れ
な
い
。

◉
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
。

精
神
医
学
と
哲
学
を
む
す
ぶ
観
点
か
ら
、「
自
己
」
や
「
生
命
」
を

考
察
し
、「
あ
い
だ
」
理
論
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
」』『
臨
床
哲
学
と
は
何
か
│
│
臨
床
哲
学
の
諸

相
』

主任研究員・特別研究員紹介「このごろ思うこと」

木
村
　
敏

わ
た
し
の
近
況

第14回 河合臨床哲学シンポジウム
「生命 ──ビオスとゾーエー──」

2014年12月14日

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
































（一）
昨年（2014 年）の 4月 16 日、韓国の旅客船セウォ

ル号が、目的地済州島（チェジュド）の港に到着する
直前、珍島（チンド）沖で航路を変更しようとして急
旋回したため、船体が傾き、沈没してしまった。元来、
船体上部に無理な増築がなされていた上に、過積載で、
かつ貨物の固定も不十分だったので、船の復元力が著
しく低下していたのである。
この船には合計 476 名が乗船していたが、死者・行
方不明者 304 名、生存者は 172 名だった。その中に、
修学旅行中の女子高校生 325 名が乗っていたが、死
者・行方不明者 250 名で生存者はわずか 75 名だった。
私はテレビでこの時の状況を見ていたが、その中に、
船が沈む直前、誰かが携帯で撮った 2人の女子生徒が
映し出されていた。後ろの 1人は上級生、前の 1人は
下級生。背後の上級生がその場で自分の体から脱いだ
救命胴衣を、すぐ前の下級生に着せようとしていた。
見たとたん、私の両眼から涙があふれ出してきた。
年長の生徒が、自分が溺れ死ぬとしても、年下の生徒
を助けようとしていたことは明らかであった。人間が
なしうる行為のうちで、これ以上崇高なものがありう
るだろうか。他方、セウォル号の船長が、制服を脱い
で一般人を装い、真っ先に船を脱出しようとしている
映像も写されていて、やりきれない思いをした。だが、
卑怯な人間もいれば、このように崇高な人間もいるの
である。

（二）
これもまた、昔テレビで偶然に一度だけ目にした映
像がある。先の第 2次世界大戦中、ナチスによってユ
ダヤ人が大量に虐殺されていた時代のことである。
ある強制収容所で、2人の子ども（小学校 1年生か

2年生に見えた）を自分の両脇に抱きかかえるように
して立っている神父がいた（確かコルベという名前だ
ったと思う）。彼は、恐怖で震えている子どもをしっ
かりと支えながら、怖がることはない、私がずっと傍
にいるのだから、と、言葉と態度で示していた。純粋
にドイツ人であり、いささかも身に危険のなかったコ
ルベ神父は、こうしてユダヤ人の 2人の少年と一緒に
ガス室に入って死んでいったのである。

（三）
人間は複雑な存在であるから、時には卑劣な面を見
せることもあるであろう。しかし逆に、崇高な、ある
いは神聖な顔を見せることもあるのである。この多面
性は、例えば、ドストエフスキーの小説『カラマーゾ
フの兄弟』が、あますところなく書ききっている。
歴史的事実に関する主題に、フィクションを扱う小
説家の立場を混ぜていることに違和感を持たれるか
もしれない。しかし、心理分析家ドストエフスキーの
洞察力は、しばしば普通の人間の考えを遥かに超えて
いる。このロシアの小説家の登場人物たちは、私たち
と交友関係にある誰々よりも、はるかに実在性を感じ
させるのであるから。

◉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。「自伝」にこだわ
り、塾生や若いひとたちに向けた文章

は、常に自己の生の軌跡、体験と重ねて語っている。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：『自伝の文学－ルソーとスタンダール－』『ディドロの『セネ力論』－初版と第
2版とに表現された著者の意識の構造に関する考察－』『甦るルソー－深層の読解－』、
『ディドロ』、『啓蒙の世紀の光のもとで－ディドロと『百科全書』－』、『転倒の島－
18世紀フランス文学史の諸断面－』、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。『L'image de
l'autre vue d'Asie et d'Europe』（ed.par H.Nakagawa et J.Schlobach）、
『Memoires 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』。
（ある時期以降は、すべての著書を、フランス人ならびに欧米の読者に読んでもらい公
正な評価をえるために、フランス語で執筆している）
Des Lumières et du comparatisme, Presses Universitaires de France,
Paris, 1992 / Introduction à la culture japonaise, Presses Universitaires
de France, Paris, 2005 （スペイン語訳、バルセロナ、Melusina, 2006 年；イ
タリア語訳、ミラノ、Montadori, 2006 年；ポルトガル語訳、サン・パウロ、Mar-
tins, 2008 年） / Mémoires d’un «moraliste passable», Centre international
d’étude du XVIIIe siècle, Fernay-Voltaire, 2007 / L’Esprit des Lumières en
France et au Japon, Champion, Paris （7月に刊行予定）。

一瞬の映像をめぐって
──自らを犠牲にすること──

中 川 久 定



私
に
は
、ず
っ
と
長
い
あ
い
だ
テ
ス
ト
の
採
点
に
つ
い
て

「
気
に
な
る
こ
と
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
は
、
遠
く
小
学

生
の
こ
ろ
に
、学
校
で
や
っ
た
テ
ス
ト
の
答
案
用
紙
を
返
し

て
も
ら
っ
た
と
き
の「
ふ
ー
ん
」と
い
う
感
覚
に
ま
で
遡
る
。

テ
ス
ト
を
返
し
て
も
ら
う
と
き
に
、自
分
の
点
数
の
こ
と
よ

り
も
、
教
師
が
つ
け
た
「
採
点
の
仕
方
」
の
方
が
気
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
採
点
を
見
て
、
子
ど
も
な
が
ら
、「
こ
ん
な

〇
×
だ
け
の
点
の
つ
け
方
で
は
ぜ
ん
ぜ
ん
面
白
く
な
い
な
」

と
い
う
素
朴
な
感
じ
を
抱
い
た
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。

私
は
岐
阜
県
恵
那
で
小
学
、中
学
、高
校
の
子
ど
も
時
代

の
す
べ
て
を
送
っ
た
が
、そ
こ
は
戦
後
の
生
活
綴
方
教
育
運

動
の
高
揚
な
ど
、あ
る
時
期
、つ
ま
り
私
が
子
ど
も
だ
っ
た

こ
ろ
、「
恵
那
方
式
」
と
い
う
戦
後
日
本
の
教
育
運
動
と
教

育
実
践
に
実
験
的
な
意
味
を
持
っ
た
特
別
の
地
域
で
あ
っ

た
。民
主
教
育
に
燃
え
た
共
産
党
系
の
革
新
的
な
教
師
が
た

く
さ
ん
い
た
。
彼
ら
は
、「
民
主
的
な
新
し
い
教
育
」
を
め

ざ
し
て
は
い
た
が
、テ
ス
ト
の
答
え
に
子
ど
も
に
あ
り
が
ち

な
「
は
み
出
し
た
解
答
や
独
創
的
な
解
答
」
は
認
め
ず
、
と

も
か
く
彼
ら
の
考
え
る
模
範
解
答
だ
け
を
〇
に
し
、あ
と
の

す
べ
て
に
×
を
機
械
的
に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。そ
れ
が

幼
い
子
ど
も
に
も
、「
こ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
か
、
面
白
く

な
い
な
あ
」と
い
う
漠
然
と
し
た
疑
問
を
も
た
せ
た
の
で
あ

る
。自
分
が
何
を
期
待
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、返

し
て
も
ら
っ
た
答
案
用
紙
に
、ア
ッ
と
驚
く
こ
と
や
学
ぶ
こ

と
が
な
に
も
な
く
、な
に
か
つ
る
つ
る
し
た
つ
ま
ら
な
い
印

象
が
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
私
は
、国
語
で
も
算
数
で
も
テ
ス

ト
で
は
単
に
教
科
書
ど
お
り
の
正
し
い
答
を
書
く
の
で
は

な
く
、何
で
も
い
い
か
ら
と
も
か
く
教
師
が
期
待
す
る
も
の

と
は
絶
対
違
う
形
で
自
分
の
答
を
書
こ
う
と
思
い
立
っ
た
。

０
点
し
か
も
ら
え
な
く
て
も
い
い
か
ら
、子
ど
も
な
が
ら
に

自
分
の
独
自
性
を
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。使
命
感
を
持

っ
た
教
師
か
ら
見
れ
ば
、扱
い
に
く
い
ひ
ね
く
れ
た
子
ど
も

だ
っ
た
と
思
う
。実
際
そ
れ
以
後
、高
校
卒
業
ま
で
の
12
年

間
、
彼
ら
「
民
主
的
」
な
教
師
と
こ
と
ご
と
く
対
決
し
て
い

く
の
が
、私
の
学
校
生
活
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。彼
ら

の
民
主
教
育
の
中
身
と
そ
の
欺
瞞
を
暴
い
た
り
逆
に
教
師

か
ら
反
撃
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
、学
校
で
の
緊
張
関
係
の

中
で
、
私
は
さ
ま
ざ
ま
に
鍛
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

本
来
、テ
ス
ト
の
解
答
は
〇
×
だ
け
で
決
ま
る
は
ず
の
も

の
で
は
な
い
。正
解
の
〇
は
と
も
か
く
、×
の
方
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
豊
か
な
答
え
と
段
階
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。×
と
い

っ
て
も
そ
の
中
に
は
、
半
分
〇
、
△
△
、
△
マ
イ
ナ
ス
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
程
度
や
幅
が
あ
る
の
で
あ
る
。ほ
ぼ
正
解
な
の

に
す
こ
し
だ
け
勘
違
い
の
あ
る
解
答
、問
題
の
意
味
は
わ
か

っ
て
い
る
け
ど
間
違
っ
て
し
ま
っ
た
解
答
、半
分
く
ら
い
し

か
問
題
が
わ
か
ら
な
く
て
も
一
生
懸
命
解
こ
う
と
し
た
努

力
の
あ
と
の
あ
る
解
答
、初
め
か
ら
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い

な
い
解
答
な
ど
、そ
の
幅
は
広
い
は
ず
で
あ
る
。に
も
か
か

わ
ら
ず
、こ
れ
が
全
部
同
じ
×
に
な
る
の
で
は
、試
験
を
受

け
る
子
ど
も
の
具
体
的
な
学
力
は
測
れ
な
い
の
で
は
な
い

か
。こ
れ
は
学
力
を
測
る
と
い
う
テ
ス
ト
の
本
来
の
目
的
か

ら
し
て
も
非
合
理
な
こ
と
で
あ
る
。こ
こ
を
な
ん
と
か
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。私
は
ず
っ
と
そ
う
思
っ

て
き
た
。採
点
が
、○
と
×
だ
け
な
ら
採
点
者
は
た
し
か
に

簡
単
だ
が
、そ
れ
は
真
に
学
力
を
測
り
、子
ど
も
た
ち
の
力

を
伸
ば
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。

×
の
採
点
が
、も
し
幅
を
持
っ
た
多
様
な
も
の
に
変
わ
れ

ば
、試
験
を
受
け
る
子
ど
も
も
ど
こ
で
自
分
が
つ
ま
ず
い
た

か
、な
ぜ
こ
こ
ま
で
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
か
、と
い
う
間

違
い
の
段
階
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。そ
う
し
て
、自
分
の

い
ま
い
る
位
置
が
測
れ
れ
ば
、次
の
試
験
に
向
け
て
何
を
し

た
ら
よ
い
か
自
分
で
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

教
育
と
は
、端
的
に
い
え
ば
、子
ど
も
が
変
化
す
る
こ
と

が
す
べ
て
で
あ
る
。
い
か
に
「
自
分
の
可
能
性
の
井
戸
」
を

掘
り
当
て
る
か
、そ
し
て
そ
こ
か
ら
自
分
の
力
を
汲
み
上
げ

ら
れ
る
か
。そ
れ
は
テ
ス
ト
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。も

し
採
点
方
法
が
柔
軟
で
幅
の
あ
る
も
の
に
な
れ
ば
、変
化
は

見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。そ
し
て
採
点
の
つ
け
方
が
こ
の

よ
う
に
変
化
す
る
な
ら
、お
の
ず
と
テ
ス
ト
問
題
の
変
化
に

も
つ
な
が
る
と
思
う
。

私
自
身
は
、
文
科
省
が
今
の
セ
ン
タ
ー
試
験
を
改
め
て

2
0
2
1
年
ご
ろ
に
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る

「
新
テ
ス
ト
」
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
。
ま
た

文
科
省
に
先
が
け
て
、「
新
テ
ス
ト
」
の
モ
デ
ル
問
題
を
知

り
合
い
の
先
生
方
に
頼
ん
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
り
も
し
て

い
る
。

だ
が
、こ
れ
に
は
問
題
作
成
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で

な
く
、採
点
方
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
だ
と
気
が
つ

い
た
の
で
あ
る
。新
テ
ス
ト
は
論
述
問
題
だ
か
ら
、い
ま
ま

で
の
よ
う
に
○
×
式
で
は
な
い
。し
た
が
っ
て
、ど
う
や
っ

て
答
え
に
到
達
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
自
分
流
に
考
え
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
何
が
考
え
ら
れ
る
か
。100
点
満
点
の
テ
ス
ト
の

最
低
点
は
も
ち
ろ
ん
0
点
で
あ
る
。

だ
と
し
て
も
、こ
の
テ
ス
ト
の
真
ん
中
は
50
点
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。33
点
や
43
点
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。問

題
は
、
横
並
び
で
の
「
相
対
評
価
」
で
は
な
く
、「
縦
の
評

価
」、
つ
ま
り
自
分
の
中
で
ど
う
変
わ
れ
た
か
、
こ
の
場
合

で
言
え
ば
、「
1
点
ず
つ
で
も
点
を
あ
げ
て
く
る
こ
と
が
で

き
た
か
ど
う
か
」と
い
う
自
分
の
歴
史
の
な
か
で
の
評
価
の

問
題
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
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
。
2
0
1
3
年
よ
り
現
職
。

河
合
塾
の
数
々
の
イ
ベ
ン
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
、
実

現
し
て
き
た
。
特
に
「
日
本
・
中
国
・
韓
国
」
三
国
の
大
学
入
試

統
一
テ
ス
ト
を
比
較
分
析
し
、
衛
星
放
送
を
通
じ
て
討
論
し
た
番

組
は
東
ア
ジ
ア
各
国
の
特
徴
が
見
ら
れ
、
先
駆
的
で
あ
り
、
話
題

と
な
っ
た
。

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
。

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
。
大
阪
校
、
福
岡
校
、
仙
台
校
な
ど
を
提
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
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
学
校
支
援
も
行
っ
て
き
た
。

文
教
研
で
は
、
2
0
1
0
年
に
『
わ
た
し
が
選
ん
だ
こ
の
一
冊
』

と
い
う
推
薦
図
書
の
発
行
を
提
案
し
、
現
在
2
0
1
5
年
版
ま
で

6
冊
が
出
さ
れ
、
主
任
研
究
員
、
河
合
塾
の
講
師
が
執
筆
し
て
大

き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
根
本
か
ら
ひ
っ
く
り
返
す
革

命
的
と
も
言
え
る
着
想
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
を
通
し
て
日
本
の
若
者

文
化
や
教
育
問
題
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
て
き
た
。
文
教
研

設
立
の
基
盤
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
屹
立
し
た
思
想
家
や

研
究
者
を
主
任
研
究
員
と
し
て
招
聘
し
た
。

河
合
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
解
説
も
書
い
て
い
る
。

『
デ
ィ
ド
ロ
の
〈
現
代
性
〉
』
中
川
久
定
、

『
世
紀
末
世
界
を
ど
う
生
き
る
か
│
「
新
右
翼
」
の
立
場
か
ら
』

鈴
木
邦
男
、

『
グ
レ
ー
ト
ジ
ャ
ー
ニ
ー
 2
0
0
1
年
 地
球
の
旅
』
関
野
吉
晴
。

著
書
：『
予
備
校
に
あ
う
』『
さ
れ
ど
予
備
校
：
予
備
校
か
ら
“世
界
”

を
覗
る
』『
偏
差
値
崩
壊
―
本
当
の
学
力
を
見
失
う
偏
差
値
（
く
ら

べ
っ
こ
）
の
呪
い
』『
人
生
を
変
え
る
大
人
の
読
書
術
』
ほ
か
。

共
著
：『
国
境
を
越
え
て
―
東
欧
民
主
化
と
Ｅ
Ｃ
統
一
の
若
者
へ
の

旅
』
鎌
田
慧
、『
現
代
文
と
格
闘
す
る
』
竹
国
友
康
、
前
中
昭

六
十
代
に
な
っ
て
か
ら
私
は
三
つ
大
き
な
物
語
を
書
い

た
。『
逝
き
し
世
の
面
影
』『
黒
船
前
夜
』『
バ
テ
レ
ン
の
世

紀
』
で
あ
る
。『
バ
テ
レ
ン
の
世
紀
』
は
ま
だ
連
載
中
だ
が

も
う
峠
は
越
え
て
い
て
、あ
と
一
年
以
内
で
完
結
す
る
は
ず

だ
。『
逝
き
し
世
の
面
影
』
の
副
産
物
と
い
う
べ
き
本
も
二

冊
書
い
た
。『
日
本
近
世
の
起
源
』
と
『
江
戸
と
い
う
幻
景
』

で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、以
上
は
み
ん
な
日
本
近
代
と
は
何
か
と

い
う
関
心
が
生
ん
だ
序
説
だ
っ
た
。日
本
の
近
代
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
以
前
に
『
評
伝
 宮
崎
滔
天
』『
北
一
輝
』『
日
本

コ
ミ
ュ
ー
ン
主
義
の
系
譜
』と
い
っ
た
本
で
、粗
い
ア
イ
デ

ア
だ
け
は
出
し
て
い
た
。も
っ
と
考
え
を
詰
め
る
た
め
に
は
、

時
代
を
遡
ら
ね
ば
な
ら
ず
、そ
れ
が
六
十
代
以
降
の
仕
事
と

な
っ
た
。さ
て
も
う
一
度
、本
来
の
課
題
た
る
日
本
近
代
に

立
ち
帰
る
べ
き
時
が
来
た
い
ま
、私
は
も
う
八
四
歳
に
な
っ

て
い
て
、
目
は
か
す
む
、
記
憶
は
ボ
ケ
る
、
腰
は
立
た
ぬ
と

い
う
有
様
で
、
年
来
の
課
題
た
る
「
開
国
」
物
語
が
書
け
る

か
ど
う
か
、ま
こ
と
に
心
許
な
い
。文
献
は
も
う
集
め
て
あ

る
。
あ
る
程
度
読
み
こ
ん
で
も
い
る
。

近
く
完
結
す
る
『
バ
テ
レ
ン
の
世
紀
』
で
扱
っ
た
の
は
、

日
本
の
西
洋
と
の
最
初
の
出
会
い
、つ
ま
り
フ
ァ
ー
ス
ト
・

コ
ン
タ
ク
ト
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
幕
末
の
「
開
国
」
は
セ

カ
ン
ド
・
コ
ン
タ
ク
ト
で
、こ
れ
を
書
か
ね
ば
浮
か
ば
れ
ぬ

気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
来
春
、
ま
た
も
や
大
き

な
物
語
に
と
り
か
か
る
気
力
が
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。

そ
れ
に
も
う
ひ
と
つ
。私
は
十
代
か
ら
西
洋
文
学
に
養
わ

れ
て
き
た
人
間
な
の
に
、
気
づ
い
て
み
れ
ば
ま
だ
ジ
ョ
ー

ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
も
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
主
要
作

を
読
み
残
し
て
い
る
の
だ
。エ
リ
オ
ッ
ト
は
わ
ず
か『
ミ
ド

ル
マ
ー
チ
』
と
『
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
』
し
か
読
ん
で
い

な
い
。エ
リ
オ
ッ
ト
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
例
を
挙
げ
た
だ
け
で
、

ほ
か
に
も
読
み
残
し
て
い
る
作
家
は
沢
山
あ
っ
て
、訳
本
だ

け
は
い
ろ
い
ろ
買
い
こ
ん
で
い
る
の
に
、死
ぬ
ま
で
果
た
し

て
読
み
了
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
い
ま
や
問
題
と
な
っ
て

来
た
。

実
は
読
む
だ
け
で
な
く
書
き
た
い
。少
な
く
と
も
、シ
ュ

テ
ィ
フ
タ
ー
と
チ
ェ
ス
タ
ー
ト
ン
と
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
つ
い

て
は
何
か
書
い
て
お
き
た
い
。文
芸
評
論
家
で
も
外
国
文
学

研
究
者
で
も
な
い
く
せ
に
、そ
ん
な
も
の
書
い
て
ど
う
す
る

と
言
わ
れ
て
も
、素
人
だ
か
ら
却
っ
て
楽
に
書
け
る
と
い
う

こ
と
は
あ
る
。だ
が
書
く
と
も
な
れ
ば
、う
ろ
お
ぼ
え
に
頼

る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
か
ら
、
ま
た
読
み
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

読
む
方
の
力
は
ま
だ
保
た
れ
て
い
る
。そ
れ
に
し
て
も
西

洋
文
学
と
い
う
奴
は
実
に
叙
述
が
く
ど
く
執
拗
で
、体
力
を

消
耗
す
る
こ
と
お
び
た
だ
し
い
。何
で
こ
ん
な
労
働
を
強
い

ら
れ
る
の
か
。読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
に
呪
わ
れ
た
一
生
だ

っ
た
の
か
。

近
況
報
告
と
い
え
ば
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
、わ
れ
な
が

ら
滑
稽
と
い
う
気
が
す
る
。と
い
っ
て
も
本
人
と
し
て
は
泣

き
笑
い
の
つ
も
り
だ
。

◉
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
。

こ
こ
数
年
、
新
刊
や
著
書
の
復
刊
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
多
く
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
も
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
年
間
11
冊
も
出
版

さ
れ
た
2
0
1
2
年
夏
に
は
『
文
教
研
の
栞
』
で
特
集
を
組
ん
だ
。

著
書
：『
熊
本
県
人
 日
本
人
国
記
』『
小
さ
き
も
の
の
死
 渡
辺
京

二
評
論
集
』『
評
伝
宮
崎
滔
天
』『
神
風
連
と
そ
の
時
代
』『
北
一
輝
』

『
日
本
コ
ミ
ュ
ー
ン
主
義
の
系
譜
 渡
辺
京
二
評
論
集
』『
地
方
と
い

う
鏡
』『
私
の
世
界
文
学
案
内
 物
語
の
隠
れ
た
小
径
へ
』『
こ
と
ば

の
射
程
』『
な
ぜ
い
ま
人
類
史
か
』『
逝
き
し
世
の
面
影
』『
日
本
近

代
の
逆
説
―
渡
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今年は「ひつじ年」ということから、かつて「ドリー・ヒツジ」が
Nature誌のカバー・ストーリーになったのを探しだして、年賀状の図柄に配した。
雌ヒツジ成体Aの乳腺から取り出した細胞を、培養して受精初期の状態にして、
その細胞核を、べつの未受精卵に移植し、これを仮母親となる雌ヒツジBの体
内で育てたものがドリーで、これは遺伝子構成がAと同じの、いわゆる「クロー
ン」である。誕生は1996年の夏で、論文の掲載は翌67年2月だった。
それからすでに20年ちかくが経過して、生命に特有の生まれる、育つなど──
ひろく生殖や発生と言われる分野では、目ざましい展開が進んでいる。農業などのバイオテクノロジ
ー、そして医学の分野では医療の新しい方向が開けている。とりわけ新しい医療の方向性として筆頭
に挙げられるのは、周知のips細胞だろう（名付け親は2012年ノーベル賞受賞の山中伸弥京大教授）。
Sは「幹細胞（stemcel1）」を意味している。未分化の細胞から筋肉、神経、血球など全身の構成部品
に分かれ、特殊化してゆく「分化」の出発点になるのが、幹細胞である。受精直後の卵は完全な幹
細胞であり、個体発生が進むにつれて、細胞が分化の進んだものになってゆくのが、正常な姿だ。
（1）個体発生の経過では細胞は未分化→分化へと進行する。（2）ips細胞では、成体で分化してし
まったたとえば皮膚の細胞を取ってきて、特別の4種類の遺伝子を与えると、それが初期の未分化状
態に戻すことができて、その後に適当な処理を施すことによって再度、目指す医療目的に使える細胞
へと再分化させられる。（3）自然界での再生過程でも、トカゲの尾でそれなりに分化していた細胞が、
切断をきっかけとしていったん未分化へと若返り、再度尾の部分の分化した細胞になってゆく。
こう考えると、未分化から分化へということを鍵として、いま医療にも利用が試みられはじめた「幹

細胞」と、自然界での再生過程と、さらに有性生殖の進行一般を、同じ目線で捉えることができるの
ではないか。こうした趣旨で解説的な入門向けの小シンポジウムを、いま計画している。

◇『捏造の科学者──STAP細胞事件』須田桃子 文藝春秋 2015年
「近況」にも入門的な小シンポを計画中と書いた。これを企画した一つのきっかけは、1年前に突発した「STAP細胞事件」にあ
った。全国の報道を巻きこんだこのつむじ風に巻きこまれたことは、弁解の必要はないだろう。難解な理論などでなく事実とし
ていきなり報告されれば、最初の反応として、その通りに受け入れて「すごいですね」と言うほかない。お膝もとの京大でiPS細胞
の生みの親、いまでも研究の中心人物である山中京大教授も、最初の意見は、「本当ならばたいへん有望な突破口」というもの
だった。これが「本当」でなかったことは、引き続いて明らかになって、その経緯は興味本位の報道の餌食になった。ただしこの
本は、そうした読み捨て情報でなく、最初からかかわってきた本流の科学記者が一件顛末を、最後は「事件」に巻き込まれる形と
なった笹井教授（山中教授の同僚、そして競合相手でもあった）の自殺まで、しっかりあとを追い、記録したもの。
STAP細胞はやっぱり、「あります」などの幻想を抱く対象ではない。いま予定しているシンポでも、「事件」を取り上げるつも

りはない。それでも細胞の未分化から→分化への動きは、世代ごとに当然のこととして何億回も繰り返されてきたのは「事実」な
ので、反復をどんな瞬間でとらえ、医療にも応用してゆくかは、「事件」が落着した今後も生物医学技術の腕前にかかっている。

15：00～　長野  敬【挨拶】
遺伝学の辿った道【導入】
──生命の驚異から、分子の仕組みへ

15：20～　仲野  徹【講演】
エピジェネティクスとは？
──動物における生殖とリプログラミング

16：20～　杉山  宗隆【講演】
再生しやすさの理解を目指して
──植物からのアプローチ

17：20～ 質疑応答

プログラム

◉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。
生命、進化、遺伝関連の海外出版物の多くの
翻訳者と知られている。最初の翻訳書『生命
生体論の考察』ベルタランフィ飯島衛共訳『歴
史における科学』J・D・バナール 鎮目恭夫共
訳（いずれもみすず書房）は1954年の出版で、
60年間におよそ100冊の翻訳書がある。

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
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◇『生物学の旗手たち』長野敬 講談社学術文庫 2002年
現代生物学先端では、エピジェネティクスのように、これからの大きな展開で一翼をになうと期待されるものもあり、これと関係
はふかい分野だが、勇み足によって、世間を騒がせた「事件」を引き起こすものでしかなかった STAP（これは元来、完全な幹細
胞が得られるとされた処理を指していたので、世間に流布してしまったSTAP「細胞」という言い方は、おかしいのだが）の成功を
となえた研究者のような例も見られ、とにかく賑やかなことで、20世紀後半が二重らせんの成功で沸き立って生物学の時代と言わ
れたのとべつの意味というよりも本来の意味で、21世紀は生命科学の時代と呼べるだろう。
しかしその賑やかさに隠されてしまいがちになるが、生物学の開祖であるアリストテレスから20世紀の初頭あたりまでにも、仕

事を積みかさねてきた多数の人がいた。ダーウィンなどは別格としても、メンデルが数十年のタイム・ラグで現代の遺伝学に接続し
て名前が残るような幸運もある。ともかくどの人物も個性的で面白い。生物学の進行のなかで、そうした人たちが掲げていた目立
つ旗じるしを横から眺めることで、生物学に新しい興味も見出されるのではないかという思いから書いたもので、ここでの何倍も
の人たちを、取り上げればよかったと思いながら、そのままになったのは、果たせなかった宿題ということになりそうだ。

◇『エピジェネティクス──新しい生命像をえがく』仲野徹 岩波新書 2014年
卵の受精から、細胞の分化につれて個体の完成までの経過が「世代ごとに当然のこととして」繰り返されてきたことは、上にも書い
た。事実はその通りだとしても、未分化→分化の仕組みの「どのようにして」を、遺伝子と関連づけて語れるようになったのはほぼこ
の10年ほどのことだ。受精のさいには、両親の遺伝子のひと揃い（ゲノム）が受精卵に持ちこまれる。発生が進むにつれて、ゲノム
全体のうちから一部分づつが違う細胞で機能を発揮するのだろうという大まかな見通しは、ずっと抱かれていたのだが、具体的な仕
組みの筋書きが見えてきたのだ。遺伝子（ジーン）自体の作用（ジェネティクス）でなく、世代ごとに手直しを受けた「のちの」作用とい
うことで、エピジェネティクスという呼びかたが登場してきた。
特徴のある現象の一つに、遺伝子の「メチル化」がある。DNAの4種類の単位ヌクレオチド塩基のうち、シトシン（C）にメチル基が

結合すると、その部分が不活性、つまり細胞の分化に必要な仕事に役立たなくなるのだ。この新書は、現状を案内してくれる手頃な
入門書となるが、全身の部位ごとの細胞でメチル化の反応を指令しているものは何かということ一つをとっても、本格的な理解はこれ
から。すでに挙げられた成果と今後の宿題の両方にとって、本書は手頃な案内書となっている。

◇『新種発見に挑んだ冒険者たち』リチャード・コニフ（長野敬＋赤松眞紀 訳）青土社 2012年
これも科学史の本だが、量質ともに自分の書いた文庫本と並べて挙げるのが気が引けるような迫力。訳者あとがきに「種の研

究における外史列伝」と記した。種の発見に熱中する変人の銘々伝とも言える。フランスの宣教師アルマン・ダヴィッドは19世紀後
期に中国で布教活動と種の発見に専心し、パンダの学名に命名者として名前を残している（この黒白熊の種小名はメラノレウカで、
メラノは黒、レウカはロイコつまり白）。最初は敷物の毛皮パンダを見て、つぎに生きた成獣も手に入れた。「胃が木の葉で一杯」な
ことも記しているから、死獣を解剖したのだろうが、そのことには記述がない。べつに隠すつもりでなく、保護とか動物生命の尊
重などは関心外らしかった。新種の発見は、創造主をたたえる追加の寄与を自分も果たしたという意味でのみ、彼に喜びをもた
らしたのだろう。
大銀行家の嫡男のウォルター・ロスチャイルドも列伝の一人で、銀行の家系からは記載が省かれ、その蒐集はそっくり、あるいき
さつでアメリカ自然史博物館の手に渡った。しかし伝記を書いたメリアム・ロスチャイルドは、一族の銀行家たちが紳士録に載せら
れただけで忘却のかなたに霞んでしまうのに、ウォルターは多くの新種のうちに名前をとどめていると評している。生物相手のこ
ういう「文化的」な活動が、経済や政治よりも結局は後世に残るという読後感が、本書や上記『旗手たち』から得られればと思う。

#####################################################################################################

特集  ─生物学シンポジウム─

長野先生にシンポジウムのテーマに添った図書を紹介していただきました。

長 野 　 敬

長野敬主任研究員の主導のもと「生命の再生現象」をテーマに、
河合文化教育研究所主催の理系シンポジウムを新しく企画。


