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夢弓ズトセグゲ快読疹モメトセタゲ1失読
-橋爪大三郎・

教
師
志
望
の
大
学
生
九
人
が
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
中
国
]
敦

煙
の
小
学
校
の
教
壇
に
立
つ
。
思

い
立
っ
て
か
ら
四
カ
月
あ
ま
り
、

つ
い
に
授
業
を
成
功
さ
せ
る
ま
で

の
感
動
の
記
録
で
あ
る
。

著
者
・
大
橋
功
民
は
、
長
年
の

教
師
経
験
そ
活
か
し
、
い
ま
は
仏

教
大
学
で
美
術
教
育
を
教
え
る
。

同
大
学
が
、
敦
煙
に
小
学
校
校
舎

を
寄
付
し
た
平
山
郁
夫
画
伯
の
展

『教師をめざす若者たち』

功著

-橋爪大三郎・

天
安
門
広
場
を
埋
め
つ
く
す
百

万
人
の
紅
衛
兵
に
、
手
を
振
っ
て

乙
た
え
る
毛
沢
東
。
劉
少
奇
国
家

主
席
の
失
脚
+
林
彪
の
ク
ー
デ
タ

ー
未
遂
+
江
青
ら
四
人
組
逮
捕
と

続
く
、
激
動
の
文
他
大
革
命
十
年

の
幕
開
け
だ
。

共
産
革
命
で
成
立
し
た
は
ず
の

中
華
人
民
共
和
国
の
政
府
と
共
産

党
を
、
攻
撃
せ
よ
と
党
主
席
の
毛

沢
東
が
命
口
た
。
な
ぜ
乙
ん
な
奇

妙
な
「
革
命
」
が
起
怠
た
の
か
。

文
革
に
熱
狂
し
た
大
衆
が
な
ぜ
後

で
は
、
改
革
開
放
路
線
を
支
持
し

た
の
か
。
疑
問
は
っ
き
な
い
。

中
国
で
最
近
、
よ
う
や
く
続
々

出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
当
時

の
証
言
や
実
録
約
二
百
五
十
冊

そ
、
毛
沢
東
と
い
う
人
物
広
焦
点

大橋

覧
会
そ
催
し
た
の
が
縁
で
、
大
橋

ゼ
ミ
の
学
生
た
ち
が
、
乙
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
そ
思
い
つ
い
た
。

本
書
は
、
山
田
太
一
民
脚
本
の

り
ん
ご

「
ふ
ぞ
ろ
い
の
林
檎
た
ち
」
の
よ

う
な
集
団
ド
ラ
マ
だ
。
純
粋
だ
が

傷
つ
き
ゃ
す
く
、
自
分
を
さ
ら
し

他
者
そ
受
け
入
れ
る
の
が
苦
手
な

ふ
つ
う
の
若
者
た
ち
が
、
「
シ
ル

だ
と

ク
ロ
ー
ド
の
空
広
和
凧
を
揚
げ
よ

う
」
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
、

挫
折
を
乗
り
越
え
、
集
団
と
し
て

の
連
帯
そ
培
っ
て
い
く
。
あ
り
そ

う
で
な
か
な
か
な
い
そ
う
し
た
チ

ャ
ン
ス
を
、
読
者
も
追
体
験
で
き

る
。
そ
し
て
、
大
空
に
手
づ
く
り

の
凧
が
場
が
る
目
。
言
葉
の
壁
そ

乗
り
越
え
て
子
供
た
ち
と
心
で
交

流
で
き
た
手
ご
た
え
と
喜
び
が
、

学
生
た
ち
そ
変
え
て
い
く
。

教
師
の
適
性
は
、
子
供
の
姿
を

心
に
ど
こ
ま
で
想
像
で
き
る
か
。

そ
れ
に
は
教
室
を
離
れ
て
「
非
日

常
」
を
体
験
し
「
自
分
の
背
中
」

そ
見
つ
め
る
乙
と
だ
。
異
国
の
地

が
ま
た
と
な
い
舞
台
と
な
ろ
う
。

大
橋
民
が
学
生
の
思
い
つ
き
そ
後

押
し
し
、
精
魂
ζ
め
て
指
導
し
た

の
は
、
そ
ん
な
直
観
に
よ
る
。
私

も
毎
年
数
十
人
の
学
生
を
連
れ
て

中
国
を
旅
し
、
敦
埋
も
訪
れ
て
い

る
。
全
面
的
に
共
感
し
た
い
。

そ
ん
な
と
と
は
、
教
育
の
現
場

と
か
け
離
れ
た
、
た
っ
た
四
日
間

の
夢
物
語
で
は
な
い
か
と
、
言
え

ば
言
え
る
。
教
員
採
用
は
狭
き
門

で
、
と
の
春
か
ら
教
職
に
就
く
の

は
九
人
の
う
ち
三
人
だ
り
。
学
級

崩
壊
や
い
じ
め
な
ど
、
暗
い
話
題

に
は
と
と
か
か
な
い
。
子
供
の
純

粋
さ
に
教
え
ら
れ
る
と
い
う
教
師

像
も
昔
な
が
ら
で
、
日
本
の
現
実

の
前
に
無
力
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
、
と
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
教
師
そ
志
す
若
者
の
存
在
は

貴
重
だ
と
思
う
。
彼
ら
自
身
、
学

校
で
傷
つ
い
た
世
代
で
あ
る
。
本

書
が
支
持
さ
れ
た
の
は
、
資
質
の

教
え
る
こ
と
と
は
、
適
性
と
は
?

争
の
す
さ
ま
じ
さ
だ
。
生
き
残
り
義
そ
一
掃
し
よ
う
と
、
解
放
軍
の

そ
か
げ
で
敵
と
手
そ
結
び
。、
腹
心
林
彪
を
味
方
に
つ
け
て
文
佑
大
革

そ
切
り
捨
て
る
。
そ
し
て
、
毛
沢
命
を
発
動
し
た
の
だ
。

東
の
底
知
れ
な
い
恐
ろ
し
さ
は
、
文
革
の
主
役
・
紅
衛
兵
は
や
が

い
つ
も
複
数
の
勢
力
そ
争
わ
せ
、
て
農
村
区
追
わ
れ
る
。
米
中
国
交

自
分
の
地
位
そ
脅
か
す
と
み
れ
ば
に
反
対
し
た
林
彪
は
、
退
け
ら
れ

容
赦
な
く
打
倒
す
る
こ
と
だ
。
る
。
冷
酷
な
政
治
に
無
数
の
人
び

毛
沢
東
が
指
導
し
た
無
謀
な
大
と
の
運
命
が
も
て
あ
そ
ば
れ
た
。

躍
進
政
策
が
失
敬
す
る
と
、
劉
少
も
う
こ
り
ご
り
だ
と
い
う
民
衆
の

奇
・
郵
小
平
ら
実
務
派
が
後
始
末
実
感
が
、
郵
小
平
の
復
権
と
文
革

に
乗
り
出
し
、
毛
沢
東
の
出
番
が
の
終
結
、
改
革
開
放
路
線
を
歓
迎

滅
っ
た
。
折
か
ら
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
す
る
こ
と
に
な
る
。

が
ス
タ
ー
リ
ン
を
批
判
。
毛
沢
東
本
書
は
、
産
経
新
聞
の
連
載
に

は
自
分
も
死
後
批
判
さ
れ
、
革
命
も
と
づ
く
。
同
紙
は
、
文
草
花
好

む
成
果
が
無
広
帰
す
の
で
は
と
恐
意
的
な
報
道
が
多
か
っ
た
な
か
、

れ
る
。
そ
こ
で
党
内
か
ら
修
正
主
こ
れ
を
権
力
闘
争
と
断
定
し
て
、

権
力
闘
争
の
軌
跡
く
っ
き
り
と

『毛沢東秘録

産経新聞「毛沢東秘録」取材班著

上・下』

そ
あ
て
て
編
み
直
し
た
の
が
本
書

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い

た
内
容
も
多
い
。
け
れ
ど
も
そ
う

し
た
断
片
を
つ
な
げ
る
と
、
巨
大

な
隣
国
・
中
国
の
も
う
ひ
と
つ
の

素
顔
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

中
で
も
圧
倒
さ
れ
る
の
は
、
政

治
の
舞
台
裏
児
渦
ま
く
、
権
力
闘

あ
る
教
師
ま
で
押
し
つ
ぶ
す
い
ま

の
学
校
制
度
に
、
知
山
も
が
疑
問
そ

も
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
ら
が
和

凧
の
代
わ
り
に
、
新
し
い
学
校
を

日
本
で
手
づ
く
り
で
き
る
な
ら
素

晴
ら
し
い
。
(
東
工
大
教
授
)

『教師をめざす若者たち』は

(プレジデント社、 247~- • 1. 500円)

3月15日1発売、 7刷 5万5千部。教員

採用制度について担当編集者は「資質と
は関係なく、地元国公立大生に比べ私立
大生は圧倒的に不利でおかしい」と話す。

本書は現役教師から支持を得ており、ジ
ュンク堂葺底京都庖では4週連続1位。

ト気取ーじ中
広込り 1昨ら国

『毛沢東秘録』は j結み戻宰れ政
実がそ丹た府

(扶桑社発売、上374~- ・下390~- ・各 :七 、う開 。に

1.619P3) 上巻は99年 8 月 30 日発売~. ~ 号室寺 Z 業禁
刷15万5千部、下巻は11月20日発売3刷 o のるま三玄

13万部。上巻出版後の問い合わせの多さ ;芸主事お±富
に、担当編集者は「中国好きの読者層の :学ユ班空年鎖
厚さを実感した』そうだ。本書の取材班 :者メの自問を

ン 意 を、命
は昨年菊池寛賞受賞。
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大
学
が
お
か
し
い
!
国
民
に

人

A
a
y
u
|
ひ
ろ
が
る
危
機
感
を
背
広
、
ジ
ャ

ヨ
"
瑚
l
ナ
リ
ス
ト
立
花
隆
民
が
、
古
巣

i
'三の
東
大
駒
場
に
乗
り
込
ん
だ
。
異

配
色
の
講
義
「
人
間
の
現
在
」
に
も

幡
と
づ
く
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。

目
最
近
の
教
育
事
情
は
、
信
じ
ら

れ
な
い
ζ
と
ば
か
り
だ
。
一
般
教

養
か
ば
っ
さ
り
、
十
八
単
位
に
半

概
さ
れ
た
。
七
0
年
代
、
九
O
%

民メトセグゲ1夫読

『脳を鍛える
東大講義人間の現在①』

立花隆著

-橋爪大三郎・

受
験
英
語
が
得
意
で
英
検
一
級

も
取
っ
た
け
れ
ど
、
帰
国
子
女
で

も
何
で
も
な
い
入
社
二
年
自
の
新

入
社
員
が
、
ソ
ニ

t
の
名
誉
会
長

井
深
大
民
の
「
通
訳
兼
カ
バ
ン
持

ち
」
民
選
ば
れ
た
。
そ
れ
か
ら
四

年
半
、
自
称
「
英
語
屋
」
の
す
べ

っ
た
転
ん
だ
が
つ
づ
ら
れ
る
。

仕
事
は
、
暇
な
よ
う
だ
が
忙
し

い
。
「
格
調
高
い
」
英
文
の
手
紙

を
書
く
。
旅
行
や
講
演
の
お
供
。

『英語屋さん』

今
は
わ
ず
か
一

O
%強
。
本
も
読

ま
ず
、
授
業
に
も
つ
い
て
い
け
な

い
大
学
生
は
、
昔
の
高
校
生
並
み

で
あ
る
。
教
壇
の
立
花
民
も
、
つ

い
つ
い
説
教
口
調
に
な
る
。

講
義
の
テ
I
マ
は
、
自
然
軒
学

を
柱
に
し
た
、
人
閣
の
知
の
発
展

史
だ
。
脳
研
売
か
ら
理
論
物
理
、
ヴ

ァ
レ
リ
1
研
宛
ま
で
、
こ
れ
ま
で

の
著
者
の
探
索
の
成
果
そ
惜
し
み

な
く
紹
介
す
る
。
受
験
勉
強
ば
か

り
や
っ
て
き
た
東
大
生
に
は
、
か

な
り
シ
ョ
ッ
ク
か
も
し
れ
な
い
。

玄
系
の
人
聞
に
、
理
系
め
知
識

が
ま
る
で
足
り
な
い
。
文
学
や
歴

史
も
自
然
税
学
も
、
両
方
わ
か
ら

な
い
と
本
物
の
知
性
で
は
な
い
。

授
業
を
さ
ぼ
っ
て
も
い
い
か
ら
、

本
と
い
う
本
を
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
読

み
な
さ
い
。
大
賛
成
で
あ
る
。

と
い
う
著
者
の
サ
l
ヴ
ィ
ス
精

神
あ
ふ
れ
る
本
だ
が
、
乙
の
講
義

シ
リ
ー
ズ
が
よ
く
売
れ
る
な
ら
、

そ
れ
は
そ
れ
で
心
配
で
あ
る
。

ま
ず
、
文
系
/
理
系
に
ま
た
が

る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
講
義
が
、

そ
れ
だ
け
珍
し
い
と
い
う
こ
と
。

乙
の
講
義
に
は
原
典
が
何
冊
も
あ

る
が
、
そ
れ
を
読
ま
ず
に
と
れ
一

冊
で
す
ま
せ
る
横
着
も
の
が
多
い

た
め
も
あ
ろ
う
。
難
解
な
本
そ
山

と
読
み
、
友
人
と
徹
夜
で
議
論
す

る
代
わ
り
に
、

ζ
の
講
義
本
で
あ

あ
そ
う
か
そ
う
か
と
、
わ
か
っ
た

つ
も
り
に
な
ら
れ
で
も
困
る
。

旧
制
一
高
の
伝
統
も
、
エ
リ
ー

ト
の
気
概
も
、
駒
場
か
ら
消
え
て

久
し
い
。
い
ま
や
た
だ
の
学
生
に

す
宮
な
い
若
者
に
、
著
者
は
り
っ

こ
う
音
ふ
ろ
の
教
養
そ
求
め
る
。

専
門
広
進
む
前
広
教
養
そ
押
し
つ

け
て
も
、
抑
圧
と
し
か
感
じ
な
い

の
で
は
と
心
配
に
な
る
。

立
花
氏
は
「
純
粋
観
客
」
、
外

野
か
ら
知
の
世
界
の
全
体
像
を
な

が
め
る
専
門
家
を
自
認
す
る
。
い

っ
ぽ
う
学
生
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら

細
分
佑
さ
れ
た
一
専
門
に
進
み
、
そ

「売
れ
て
る
」事
実
に
心
配
も

善文著

v
I
Pと
の
会
見
を
通
訳
。
幼
児

教
育
や
東
洋
医
学
な
ど
の
話
題
も

乙
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下

調
べ
や
メ
モ
作
り
、
テ
l
プ
で
聴

き
取
り
能
力
の
ア
ッ
プ
と
、
時
聞

が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な
い
。

英
語
以
前
に
伝
え
た
い
内
容
が

な
い
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
成
り
立
た
な
い
ζ
と
。
外
国
王

族
の
訪
問
で
緊
張
す
る
舞
台
裏
の

苦
労
話
。
退
職
し
て
独
立
し
た
著

ふ
ほ
う

者
の
も
と
に
、
井
深
さ
ん
の
卦
報

が
届
く
終
章
な
ど
、
し
み
じ
み
余

韻
を
残
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ち
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
通
訳
・
翻
訳
専
門
誌

浦出

の
連
載
そ
、
一
般
向
日
U
K書
き
直

し
た
も
の
で
あ
る
。
地
味
で
軽
め

の
英
語
本
が
、
十
万
部
以
上
も
売

れ
て
い
石
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

国
際
佑
に
ゆ
れ
る
企
業
の
困
惑

が
‘
ひ
と
つ
の
背
景
だ
ろ
う
。
海

舛
ビ
ジ
ネ
ス
が
増
え
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
も
英
語
が
勝
負
。
苦
手
と

言
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
巨
大
組
織
の

行
容
詰
ま
り
。
戦
後
の
町
工
場
か

ら
出
発
し
た
ソ
ニ
ー
は
、
い
ま
や

世
界
有
数
の
大
企
業
だ
。
創
業
者

井
深
民
は
神
様
の
よ
う
に
ま
つ
り

あ
げ
ら
れ
、
仕
え
て
い
る
の
は
ふ

つ
う
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
だ
。

予
算
や
社
内
手
続
き
に
縛
ら
れ
、

ち
っ
と
も
融
通
が
き
か
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
専
門
家
の
誇

り
。
ジ
ェ
ネ
一
ブ
リ
ス
ト
の
天
下
は

去
り
、
英
語
屋
な
ど
の
職
能
が
重

視
さ
れ
る
時
代
に
な
う
た
。

本
書
は
、
新
入
社
員
の
目
で
見

た
、
変
わ
り
ゆ
く
日
本
企
業
の
ス

ケ
ッ
チ
で
あ
る
。
井
深
民
の
人
と

な
り
や
、
ソ
ニ
ー
と
い
う
会
社
の

カ
ラ
ー
よ
り
、
電
話
の
応
対
、
土

司
の
お
供
、
資
料
の
整
理
や
会
合

の
準
備
な
ど
、
ど
の
会
社
で
も
役

に
立
つ
ノ
ウ
ハ
ウ
が
中
心
だ
。
新

入
社
員
教
育
用
に
ま
と
め
買
い
す

る
会
社
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

の
先
端
で
知
の
全
体
像
そ
求
め
て

苦
し
む
当
事
者
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
と
の
授
業
に
出
て
お
説
教
を
聞

く
暇
に
、
下
宿
で
山
ほ
ど
本
で
も

読
ん
で
い
る
ほ
う
が
正
解
か
も
し

れ
な
い
。
(
東
工
大
教
授
)

『脳を鍛える』は

(新潮社・ 349~- ・1. 600円)
3月30日発売。 8刷24万部。東大の教

養学部で96年の夏学期に行われ出同名の
講義をもとに書かれた。講義そのもの
も、インタ ーネット上で公開されてい
る。学生層を中心に、発売以来、息長く
パヌト午、ノ 1れ 1，7(い広角

て
、
}
ユ
」
「
イ
三

σ-二
芭
五
寸

著
者
は
そ
の
後
、
「
管
理
職
に

な
れ
」
て
も
「
満
足
で
き
る
仕
事

を
し
て
い
な
け
れ
ば
人
生
は
無
意

味
だ
」
と
、
ソ
ニ
ー
を
辞
め
て
独

立
す
る
。
原
因
不
明
の
腰
痛
も
、

退
職
じ
て
治
っ
た
。
(
社
会
学
者
)

年
休
員
ニ
が

昨
の
社
ツ
心

。
知
一
「
関
者

)

部

『

ニ

。

の

当

円
千
之
ソ
者
べ
担

t
m
2
寛
元
訳
論
の

比
叶
万
木
は
翻
語
元

'h

~
日

五

者

業

用

服

…
さ

邸

刷

は

著

産

公

と

…
屋

初

日

で

。

の

語

J

…
苦ロ

・
、
書
ト
一
英
ら

L
W

書

売

新

ツ

リ

ロ

新

発

同

ヒ

フ

業

す

社

日

の

ぐ

は

企

で

英

沼

刊

つ

在

う

期

集

月

創

に

現

い

時

(

2

月
』
、
と
い

u
E
で

一
一面

大
企
業
を
中
か
ら
ス
ケ
ッ
チ
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-橋爪大三郎圃

北
朝
鮮
、
大
蔵
省
、
共
産
党
。

「
お
笑
い
」
に
か
こ
つ
け
て
タ
ブ

ー
に
踏
み
込
み
、
問
題
の
急
所
を

と
ら
え
る
テ
り
1
伊
藤
馬
か
、
今

度
は
創
価
学
会
そ
標
的
に
し
た
。

辛
口
の
評
論
家
・
佐
高
信
民
と
の

対
談
で
あ
る
。

創
価
学
会
、
公
明
党
へ
の
国
民

の
は
て
な
?
は
多
い
。
か
つ
て
反

自
民
連
立
政
権
、
新
進
党
に
加
わ

り
、
い
ま
は
自
民
党
と
手
を
結
ぶ

主
宇
J

t
ヨ

れ
棋コ予

後
粉
ト

必
ず
寸
品
テ

胸
劃
忌

愈
る
{

い
じ
請

笑
信
位

お

-橋爪大三郎園

釆
婚
の
母
と
し
て
新
し
い
命
を

が
ん

は
ぐ
く
み
な
が
ら
、
癌
と
闘
う
東

由
多
加
さ
ん
を
支
え
る
。
壮
絶
な

p

一
年
を
、
同
時
進
行
で
週
刊
誌
に

つ
づ
っ
た
「
私
記
」
で
あ
る
。

よ
く
あ
る
話
と
、
一
言
え
な
く
も

な
い
。
妊
娠
が
わ
か
っ
た
と
た
ん

に
男
は
逃
げ
腰
と
な
り
、
中
絶
で

を
な
い
か
、
妻
に
知
れ
た
ら
大
変

だ
と
う
ろ
た
え
十る
。
認
知
や
養
育

費
の
交
渉
も
難
航
す
る
。

『命』

合

1
L十
十
小

Ir--和
十
七
ー
や
ー
や
I
L;
，

美里著相P

公
明
党
の
わ
か
り
に
く
さ
。
選
挙

は
創
価
学
会
の
丸
抱
え
、
池
田
大

作
名
誉
会
長
も
絶
大
な
影
響
力
を

持
つ
の
は
周
知
の
と
と
な
の
に
、

政
教
分
離
を
い
う
不
可
解
。
自
公

連
立
を
め
ぐ
る
不
安
を
と
ら
え

た
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
企
画
だ
。

井
田
真
木
子
さ
ん
ら
の
雑
誌
論

文
を
資
料
に
は
さ
ん
で
、
両
民
の

対
談
が
進
む
。
こ
れ
ま
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
論
点
も
多
い
。
い
く
ら

批
判
し
て
も
、
創
価
学
会
の
コ
ア

の
信
者
は
動
揺
し
な
い
の
で
、
頼

ま
れ
て
公
明
党
広
投
票
す
る
周
辺

(
フ
レ
ン
ド
票
)
そ
ま
ず
ひ
き
は

が
そ
う
と
い
う
の
が
、
本
書
の
ね

タ
イ
ム

そ
れ
で
も
出
産
を
決
意
し
た
の

は
、
東
さ
ん
が
末
期
の
食
道
癌
で

あ
と
七
カ
月
の
命
と
わ
か
っ
た
か

ら
だ
。
柳
美
里
さ
ん
は
高
校
を
と

び
出
し
て
、
東
さ
ん
の
劇
団
・
東

京
キ
ッ
ド
ブ
ラ
ザ
ー
ス
の
研
究
生

と
な
り
、
東
さ
ん
と
十
年
間
生
活

そ
共
に
し
た
。
師
で
あ
り
、
か
け

が
え
の
な
い
友
で
あ
る
東
さ
ん
の

最
期
を
看
と
ろ
う
と
柳
さ
ん
は
覚

悟
し
「、
再
び
一
緒
区
住
む
乙
と
托

す
る
。
激
情
に
身
を
任
せ
る
ば
か

り
で
愛
さ
れ
る
と
と
の
下
手
な
柳

さ
ん
は
、
東
さ
ん
に
同
じ
孤
独
を

見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ζ
う
し
て
、
や
が
て
生
ま
れ
る

壮
絶
な

事

、
i
l
l
 

l
4

2

，
 

ら
い
な
の
だ
と
い
う
。

創
価
学
会
が
池
田
民
を
頂
点
と

す
る
上
意
下
達
の
組
織
で
、
一
般

社
会
の
常
識
か
ら
か
け
離
れ
て
い

る
と
、
両
民
は
批
判
す
る
。
重
す

ぎ
る
期
務
(
寄
付
金
)
の
負
担
。

池
田
氏
を
と
り
ま
く
女
性
幹
部
の

大
奥
状
態
。
候
補
者
や
委
員
長
ま

で
上
か
ら
の
指
名
で
決
ま
る
公
明

党
。
そ
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
戦

後
民
主
主
義
社
会
と
相
い
れ
な
い

の
は
明
ら
か
だ
。

こ
う
し
た
批
判
に
創
価
学
会
は

正
面
か
ら
向
き
合
い
、
答
え
て
ほ

し
い
と
思
ろ
が
、
同
時
に
私
は
、

両
氏
の
批
判
の
ス
タ
イ
ル
に
も
違

和
感
を
持
っ
た
。

宗
教
は
、
一
般
社
会
の
常
識
と

は
一
致
じ
な
い
も
の
で
、
そ
こ
が

値
打
ち
で
あ
る
。
常
識
の
ほ
う
が

間
違
つ
で
い
る
こ
と
も
あ
る
。
信

者
が
そ
う
主
張
す
る
と
水
か
け
論

に
な
り
、
そ
の
先
に
進
め
な
い
。

常
識
が
い
つ
も
正
し
く
、
宗
教

は
弱
い
人
間
だ
け
が
す
が
る
も
の

ー
l
日
本
人
民
よ
く
あ
る
誤
解
と

偏
見
だ
。
著
者
ら
の
批
判
も
そ
れ

を
な
ぞ
る
。
し
か
も
、
成
仏
と
天

国
そ
ご
っ
ち
ゃ
げ
比
す
る
(
百
五
十

六
咋
)
な
ど
、
議
論
が
雑
。
創
価

学
会
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
や
は

り
信
仰
の
根
本
で
あ
る
日
蓮
正
宗

リ
ー
だ
が
違
和
感
も

「
丈
陽
」
君
を
交
え
た
、
三
人
の
共

同
生
活
が
始
ま
る
。
抗
癌
剤
の
副

作
用
に
耐
え
、
祈
る
よ
う
に
過
ご

す
一
日
一
日
。
執
筆
と
看
病
の
疲

れ
か
ら
切
迫
流
産
し
か
げ
、
無
事

出
産
す
る
ま
で
の
不
安
と
感
動
。

二
人
が
か
り
で
不
慣
れ
な
赤
ん
坊

の
入
浴
。
互
い
を
ほ
ん
と
う
に
必

要
と
す
る
三
人
は
、
「
聖
家
族
」
の

よ
う
に
侵
し
が
た
く
思
え
る
。

著
者
は
あ
え
て
淡
々
と
、
ス
ナ

ッ
プ
写
真
の
よ
う
に
、
日
常
の
ひ

と
と
ま
や
心
象
風
景
、
夢
の
断
片
-

を
書
き
と
め
て
い
く
。
こ
れ
ほ
ど

切
実
に
、
濃
密
に
時
間
か
過
ぎ
て

い
く
も
の
か
と
、
読
者
は
自
ら
を

ふ
り
か
え
ら
ざ
る
そ
え
な
い
。

と
れ
は
小
説
で
は
な
い
。
著
者

は
《
ζ
の
〈
物
語
〉
を
書
く
こ
と

で
、
生
き
て
い
く
決
意
を
固
め
た

か
っ
た
V
と
い
う
。
圧
倒
的
な
現

実
に
、
言
葉
を
武
器
民
立
ち
向
か

う
。
全
力
で
か
弱
い
二
つ
の
命
を

守
り
、
自
分
の
命
も
救
わ
れ
る
。

乙
の
〈
物
語
〉
は
、
そ
ん
な
ぎ
り

ぎ
り
の
場
で
結
が
れ
た
、
前
例
の

な
い
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
。

現
実
の
人
間
関
係
そ
そ
の
ま
ま

〈
物
語
〉
と
し
て
公
表
し
て
い
い

の
か
と
い
う
問
題
か
あ
る
。
赤
ん

坊
の
父
親
は
匿
名
だ
が
、
写
真
週

え
じ
き

刊
誌
の
餌
食
に
な
り
そ
う
だ
。
彼

-ーーー..... ・

年
つ
づ
る
私
記

を
少
し
は
理
解
す
べ
き
だ
し
、
批

判
も
仏
教
の
論
理
を
踏
ま
え
る
べ

き
だ
。
批
判
す
る
な
ら
本
格
的
に

批
判
し
つ
く
す
覚
悟
で
な
い
と
、

批
判
の
相
手
に
対
し
て
失
利
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
。
(
社
会
門
主
官
)

『お笑い創価学会却ま

(光文社・ 223~- • 1，200円)
7月25日発売。 9刷21万3千部。 r新

聞広告を出すとと、っと反応がある。日ご

ろ本を手に取らない人にも読んでいただ
eいているのではないでしょうかJと担当
者。編集部には反響の手紙が数百通来て
おり、 3割が批判、 7割賛同とか。

は
自
業
自
得
で
も
、
妻
は
大
き
な

痛
手
を
被
ろ
う
。
ほ
か
に
も
傷
つ

く
人
び
と
が
大
勢
い
る
は
ず
だ
。

乙
れ
以
外
に
な
か
っ
た
柳
さ
ん
の

必
然
は
必
然
な
の
だ
が
、
心
の
痛

む
と
と
で
あ
る
。
(
社
会
門
主
官
)

行

刊

手

で

担

進
週
「
ま
と

時

、

。

れ

」

。

同
は
た
と
す
定
…

)

o

J

つ
が
ま
予
…

円
部
記
あ
者
じ
開
…

羽

万

私

が

読

感

再

…

t
J
a
「
響
、
を
に

院

l
刷
の
反
き
の
旬
…

…
危

て
4
家
大
届
る
中
…

『

日

。

作

ら

ん

い

月

日

お
売
気
か
さ
て

8
…

・
発
人
中
く
つ
は

…

館
日
む
載
た
が
載
…

学

部

す

連

も

広

連

…

小

月

す

ト

ど

に

〔

6
に
ス
な
上
者
…

的
ポ
紙
以
当
…
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状につける薬知識の末期

『
ニ
セ
学
生
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
以
来
、

日
本
の
教
養
や
知
識
の
末
期
的
症
状
に

つ
け
る
薬
を
探
索
し
続
げ
て
き
た
、
著

者
の
新
著
。
そ
こ
ら
の
知
識
人
の
よ
う

に
、
そ
も
そ
も
教
養
と
は
・
:
と
お
説
教

は
た
れ
な
い
。
ふ
つ
う
の
人
び
と
の
人

生
に
役
立
た
な
い
な
ら
教
養
で
な
い
、

と
ま
ず
原
則
を
宣
言
す
る
。

前
半
は
、
な
ぜ
日
本
で
は
こ
ん
な
に

奇
妙
な
教
養
主
義
が
は
び
こ
る
の
か
。

ど
っ
ぷ
り
日
本
的
タ
コ
ツ
ボ
社
会
(
中

間
共
同
体
)
の
人
間
関
係
に
つ
か
っ
て

い
る
く
せ
に
、
お
フ
ラ
ン
ス
な
生
活
を

気
取
る
外
国
文
学
者
。
ま
と
も
な
社
会

生
活
を
送
れ
な
い
彼
ら
「
逃
亡
奴
隷
」

に
よ
る
、
外
国
の
知
識
を
あ
が
め
る
ネ

ズ
ミ
講
だ
と
著
者
は
言
い
切
る
。
同
時

に
知
識
や
思
想
が
、
全
能
感
や
価
値
観

を
与
え
、
人
び
と
の
人
生
を
方
向
づ
げ

る
力
が
あ
る
と
も
指
摘
す
る
。

私
は
、
叫
ン
オ
ラ
マ
(
箱
庭
療
法
)
を

思
い
浮
か
べ
た
。
浅
羽
氏
は
、
教
養
が

や
り
と
り
さ
れ
る
景
色
の
全
体
、
特
に

ー
高
き
か
ら
低
き
に
知
識
が
流
れ
る
そ
の

仕
か
け
を
、
読
者
に
気
づ
か
せ
る
。
そ

う
す
れ
ば
誰
も
が
、
自
分
は
ど
ん
な
知

識
が
ほ
し
い
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
手
に

入
る
か
自
覚
で
き
る
と
の
配
慮
だ
。

そ
の
う
え
で
浅
羽
氏
は
、
「
臨
床
思

想
土
」
を
構
想
す
る
。
人
び
と
の
生
き

に
く
さ
の
症
状
に
応
じ
て
、
副
作
用
に

も
注
意
し
な
が
ら
、
こ
の
ケ
l
ス
は
共

産
主
義
、
こ
の
ケ
l
ス
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
と
、
適
切
な
思
想
を
処
方
す
る
。
お

仕
着
せ
の
思
想
の
押
し
つ
け
で
な
く
、

需
要
に
応
b
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
だ
。

こ
れ
は
価
値
相
対
主
義
と
、
似
て
い

て
も
違
う
。
何
が
必
要
な
知
識
で
何
が

不
要
な
の
か
、
知
識
入
と
ふ
つ
う
の
人

び
と
が
共
同
作
業
で
決
め
る
。
い
ま
は

ま
だ
、
夢
想
の
域
を
出
な
い
と
も
言
え

る
が
、
著
者
は
読
者
の
人
び
と
ら
と
、

す
で
に
そ
ん
な
運
動
を
現
に
進
め
つ
つ

あ
る
の
だ
と
い
う
。
教
養
の
あ
り
方
を

根
底
か
ら
と
ら
え
な
お
す
試
み
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。(

幻
冬
舎
・
一
四
O
O円
)

豆
尽
工
業
大
学
教
授
橋
爪
六
三
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085 

民しづめ・郎、志向奇-1948年神

奈川県生まれ.社会学者.東京工業大

学教授.著書=r言語ゲームと社会理

論J(勤草書房)， rはじめての将軍造主義』
(講談社現代新書)，r性愛論J(岩波書

庖)， r橋爪大三郎の社会学講義J1・ 2

(夏目書房u選択・責任連帯の教育

改革一一学校の機能回復をめざしてI
(共著，勤草書房)なと ー

明治以降の日本近代化はn劣等感と 2000.7.1求
自尊心をミバスした，不思議な心性を).000-チグー@

日本人に植えつけた.あるときは劣等感

が表に出て司ひたすら外国を崇め.ある

ときは自尊心が表に出て，もはや外国に

学ぶ必要はないとうそぶく.ほんとうは

強くないのに強がるので司弱いものを前

にするとヒステリックな加虐意識にとら

われることもある.富国強兵，脱亙入欧

をスローガンとしたことの，必然的な結

橋爪大三郎

D a i s a b u r 0 

果である.

優秀で勤勉だが差別されている点で，日本人はユダヤ民族に親近

感を抱く.日本民族は欧米に選は・れた選民である.アジアで唯ーの軍

事大国となり司経済大固となった.こうした世界認識は司ごく最近まで続

いてきた.ところが，アジア四小龍の勃興、韓国・台湾の民主化司中国

の台頭によって司日本以外にも選ばれた民族がたくさん出てきた.21世

紀の国際社会は米中関係を基軸に動くだろう.日本のアイデンティテ

イを揺さぶる.世界の地殻変動が、起ころうとしている.

小熊英二『単一民族神話の起源J[0811は.明治以降の日本人の自

己イメージを丹念に実証的に追いかけている.ここで意外にも明らか

になるのは，戦前まで日本は司多民族社会だ、とf言じられていたことだ.

敗戦にともなう認識の逆転と健忘症は.戦後日本がどうし、

う閉塞線に閉じられているのかを浮きぼりにする.

自滅への日本の軌跡を，外からまた内から，乾いた筆致

で描くの祇入江昭『太平洋戦争の起源J[0821と，猪瀬直

樹『日百平日16年夏の敗戦J[0831である.ここでもまた司アジア

にも欧米にも閉じられた生存圏を夢想する運動とその挫折

の必然拭くっきりと照射されている.いっぽう東野真『昭和

天皇 二つの同虫白録JJ[0841は，日本占領と戦後改革の原点、になに

をみるべきなのlかを.的確な資料発掘で裏づけている.

いっぽう，ポスト;令戦時代の国際社会の権力の空白に，過去の日本

の記憶のようにこひVついて日本を脅かしているの紙北朝鮮{朝鮮民

主主義人民共和国)の脅威である.亡命した書記，糞長燦の『金正日

への宣戦布告J[0851は，独裁国家・北朝鮮の成立の秘密や権力者の

実像を，あますところなく暴いている.賞書記は日本の犬学をl中退し，

モスクワに学んだ哲学者.その「主体」理論にも，金日成→金正日への

権力継承にもq 軍部を中心とする権力にも，天皇制の影が見えかくれ

している.かりに北朝鮮が近い将来に崩壊するようなことがあれば電 f

lの余波をどれだけ被るか，覚悟が必要だ.李佑i弘『どん底の共和国』

[0861は，北朝鮮ものの古典と言うべき労作.恵谷治『北朝鮮解体新

書J[0871は.ー冊あるとわかりやすい北朝鮮の実態の図解版である.

巨大な隣国・中国の足跡も知られる必要がある.ユン・チアン『ワイ

ルド・スワンJ[0881はいまさら説明する必要もないヘ、ストセラー.文革

の真実の姿とともに.そこに明らかにされている中国社会の実像を噌わ

れわれは繰り返しみつめるべ、きだ.産経新聞取材班の『毛沢東秘録』

084 

[089~ は，最近中国で発表されている実録ものを集大成した

便利な一冊だ.冷酷な権力闘争の現実と郡小平の改革開

放路線登場の意味するところが司しっカ叶jと措かれている.余

裕があれば司王輝I中国官僚天国J(橋爪大三郎ほか訳‘岩

波書庖)を読めば，社会主義中国の指導層の実態にさらにふ

れることか。できる.

台湾について，日本人の理解はますます乏し

い.岡田英弘『台湾の命運J[0901は，台湾の国

際法上の地位と独立問題について.思い切っ

た説明を与えている一冊だ.アメリカの対中政

策は.台湾の帰属について中国政府の言い分を狸解し司

二つの中国の動きを支持しないとのべているだけで，中

国の見方をそのまま認めているわけではない.そのあいま

いさがどういう意味をもつかを，この本は明らかにしてい

る.

東アジアに，経済大臣日本と，政治大国中国が並び立

て)，.これが21世紀東アジアの精図であろう.隣国である

日中両国は司しかし，歴史という過去のわだかまりを払拭

できず司真実の友好関係をとり結ぶに至らない.中国にと

って，発展に必要な資源と資本.市場を提供できるのは.

日本ではなくてアメリカだ.そこで日本は，次第に経済的

地位すら低下しつづけるという司居心地の悪い状態に甘んじなければ

ならなくなる.欧米に顔を向けていればすんだ時代は終わった.日本と

アジアの過去をふり返b人現在の緊張と将来の課題を思いえがくため，

これら10冊はきっと役に立つだろうと思う.ついでに，加藤典洋と橋爪

大三郎の対談『天皇の戦争責任(仮題)J(径書房，近刊)を読めt;f，ア

ジアの歴史に正面から立ち向かう手がかりを手に入れることができる

であろう.

090 

081 
単一民族神話の起源一一
〈目本人〉の自画像の系譜
小熊英二

新曜社 1995 

082 
太平洋戦争の起源
}，l江昭

篠原初枝訳

東京大学出版会 1991 

084 
昭和天皇二つの「独自録J
東野真
日本放送出版協会 1998 

085 
金正日への宣戦布告一一
貧長簿回顧録

黄長俊

089 I萩原遼訳

文義春秋 1999 

086 
どん底の共和国一一
北朝鮮不作の稲造
李佑温

亜紀書房 1989 

事告
087 
北朝鮮解体新書
恵谷治

小学館 1997 

088 
ワイルド・スワン 上・中・下
l ン・チアン
土屋京子訳

講談社文庫 1998 

089 
毛沢東秘録上・下
産経新聞「毛沢東秘録j取材班

産経新聞社 1999 

090 
台湾の命運

岡田英弘

弓立社 1996 

ーー一一一
恒削~~~~~~，//



‘-

知
司

ん
も
も
勺
1

4ご

ρし

洞
コE

N
O
O
O
抑
(
相
昆
芯
捕
〉

-
N
E
N
hい
田
ハ
田
嗣
田
〉

可也，

n 
§ 

ω 
富富

久司1久司1¥:'1!久、、13パC'fγ周

囲。@せ昂臨τ「埠3m票i活
. ~τパ「什Ü{r\'íb!針~{σ'rrnl
訴脳3rr~Þ揮防車問m~D1I113持
田博探 J抑酵rIr InI代;針 r<l¥lt
調書醸欝J. n~醸欝罫』

畑中ij=(芹理盟関岡.~

脳朝国) r描耐8田園J~
(0冊きR;;

掴芹蝶蹴・。陣守日朝日目減担任)

『ゆ洋画)--f;骨除繭j~ 

(国嚇詰雌・蝋干~，調

邑)r諦園田S)--対田J=

付。τrr，湘τC'9t十rt!tt=)，!

~I..ト=特同商，C'問日意向+燕糊

3担a~早什描掴δ‘~F同商δ四時b
!ì;針*田守困叫沫界再~o~

τパC'ì'ìI;OO齢的+τD~岡δ 0.(
ぜ繭[γωψ~j-ð'ðt ，片側パ~

ü'IOOf骨パ~I酷尚古時・)包開生

EE事臨aa耐圃(骨~~洋・描蝉〉柵H知|剤)

。合~ðt

d車III鈴恵欝漢tt"骨4τ 。む4

Uトrr山?γC'2iti:苗州国ト艶尚

固δ外田博探，~σq什守諭

円事flþ針瑚湖，せ描~IB~う曲~~十

4}荊む~ðtnl部事δ却曹団。nHtI
〉十回附防法[γ 『間関δ周囲』
rtC'商荏判事法Pf¥ll:特嗣国
δ 「ゆ~八リ州醐謹蝉)笹岡τ

「塑J~~3m呂田 oU{Ù'\針
什車 13凱険 d耳打。~~I崎市

臨~3岨~~期間諜出。t斗庄

τ詩的守、3~Þ13臨Eτ日号ú，
コF&r\什耳d図部針~m商

j高ま石英語公用語論
R
P

日
本
語
と
い
う
立
派
な
国
語
が

点
あ
る
の
に
、
な
ぜ
英
語
を
公
用
語

一ニし
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
L
の
カ

-

d

旧
英
領
の
植
民
地
で
も
な
い
の
に

T
、
と
、
英
語
公
用
語
論
と
問
い
た
だ

酌
附
け
で
拒
否
反
応
を
一
示
す
ひ
と
が
大

J

イ
部
分
か
も
し
れ
な
い
。

開
し
か
し
、
時
代
が
違
う
の
だ
。

学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
国
家
統
合
が
進

汰
.

み
、
英
語
の
会
議
が
ふ
つ
う
に
な

口
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

京
て
流
れ
る
情
報
も
、
圧
倒
的
に
英

耳
語
が
多
い
。
イ
ン
ド
や
フ
ィ
リ
ピ

ン
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
他
国
の

。
英
F£
事
務
を
請
け
負
う
「
パ
ッ
ク

オ
フ
ィ
ス
機
能
』
で
、
新
た
な
ビ

ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
ん
で

い
る
。
英
語
は
事
実
上
、
グ
ロ
!

船
橋
洋
一
『
あ
え
て
英
語
公
用
語

論
』
(
文
春
新
書
、
二
円

δ
O年
)

は
歯
ぎ
し
り
す
る
。
日
本
語
が
世

界
の
な
か
で
「
言
語
的
に
孤
立
」

し
て
い
る
た
め
、
日
本
の
国
際
的

地
位
が
急
速
に
低
下
し
て
い
る
。

英
語
で
ま
と
も
に
自
分
の
考
え
を

話
す
こ
と
の
で
き
る
、
政
治
家
や

官
僚
や
外
交
官
や
知
識
人
が
少
な

す
き
る
。
こ
れ
は
単
に
言
葉
の
問

題
で
は
な
く
、
組
織
文
化
や
教
育
、

言
論
の
あ
り
方
を
含
む
日
本
社
会

全
体
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

英
語
を
「
外
国
語
」
と
考
え
る
の

を
や
め
る
こ
と
だ
。
日
本
人
が
ふ

つ
う
に
話
し
、

聞
き
、
読
み
書
き

す
る
も
う
ひ
と
つ
の
言
語
、
す
な

わ
ち
「
第
二
公
用
語
」
と
位
置
づ

帰
国
子
女
の
草
分
け
だ
っ
た
小

森
陽
一
『
小
森
陽
で

ニ
ホ
ン
語

に
出
会
う
』
(
大
修
館
書
底
、
同
)

は
、
自
身
の
パ
イ
リ
ン
ガ
ル
体
験

を
ふ
り
返
る
。
い
き
な
り
プ
ラ
ハ

な
人
材
を
受
け
入
れ
る
。
パ
イ
リ
の
ロ
シ
ア
語
学
校
に
ほ
弓
り
こ
ま

ン
ガ
ル
社
会
・
日
本
に
向
け
、
い
れ
た
。
全
身
を
耳
に
し
て
言
葉
を

ま
ス
タ
ー
ト
を
切
る
べ
き
だ
。
っ
か
ま
え
、
友
遣
で
苦
労
し
、
体

パ
イ
リ
ン
ガ
ル
(
二
言
語
併
用
)
当

P
5で
生
き
扱
い
た
。
だ
が
聞

と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。
東
照
二
『
パ
題
は
、
帰
国
し
て
か
ら
。
文
章
語

イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
』
(
講
談
社
現
風
の
日
本
語
を
笑
ね
れ
、
ミ
ナ
サ

代
新
管
、
問
)
は
、
二
お
国
語
が
ン
ハ
、
イ
ッ
タ
ィ
、
ナ
ニ
ガ
オ
カ

シ
イ
ノ
デ
シ
ョ
ウ
カ
と
聞
き
返
し

て
ま
た
笑
わ
れ
た
。
異
な
る
言
語

に
と
ひ
こ
む
よ
り
、
異
質
な
も
の

を
排
除
す
る
日
本
に
復
帰
す
る
ほ

旦
示
、
大
変
な
の
戸
、

基
署
「
第
二
公
用
語
」
広
し

ょ
う
と
い
呂
美
語
公
用
語
論
ば
、

F

単
な
る
言
語
の
問
題
で
は
な
い
。

主
と
し
て
日
本
人
が
つ
く
っ
て
い

る
日
本
の
国
家
と
社
会
を
、
同
時

代
を
生
き
る
世
界
の
人
び
と
巳
開
p

い
て
い
こ
司
令
と
い
う
、
社
会
変
革

の
鑓
祭
で
あ
る
。
英
語
圏
か
ら
日

本
を
見
れ
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ー

ル
の
よ
う
に
閉
さ
さ
れ
た
暗
闇
と

し
か
映
ら
な
い
。
パ
イ
リ
ン
ガ
ル

化
は
、
日
本
人
一
人
ひ
と
り
が
個

人
と
し
て
世
界
に
生
き
る
可
能
性

を
手
に
し
、
も
う
い
ち
ど
未
来
を

切
り
ひ
ら
く
活
力
を
取
り
戻
す
だ

、

め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
だ
。
f

て
、
英
語
を
学
ん
で
き
た
。
英
語

教
師
の
大
部
分
が
萎
窪
話
せ
な

い
の
に
、
学
校
文
法
や
受
験
英
語

を
生
徒
に
無
理
じ
い
し
、
そ
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
無
駄
に
レ

τい
る
。

せ
っ
か
く
英
語
を
習
λ
五
ら
、
せ

め
て
使
え
る
よ
う
に
な
る
う
。
英

語
教
育
の
大
改
革
が
必
軍
表
、

わ
が
国
の
主
な
政
府
機
関
や
自

治
体
も
、
作
業
も
大
学
も
、
原
則

と
し
て
日
本
語
と
英
語
を
併
用
す

る
こ
と
に
し
、
世
界
中
か
ら
優
秀

孤
立
回
避
、
世
界
と
歩
む

パ
リ
ゼ
l
シ
ョ
ン
の
時
代
の
「
共

通
語
」
と
な
っ
て
い
る
。

-
取
り
残
さ
れ
る
日
本

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
語
に
関

す
る
思
想
も
政
策
も
戦
略
も
、
日

窓
と
い
う
菌
に
は
な
い
の
だ
と
、

け
な
い
か
ぎ
り
、
日
本
は
二
十
一

世
紀
の
世
界
で
取
り
残
さ
れ
る
と

船
橋
氏
は
警
告
す
る
。

日
本
人
が
英
語
が
下
手
で
話
せ

な
い
の
は
、
英
語
帽
を
使
わ
な
く
て

も
生
き
て
い
け
た
か
ら
だ
。
そ
れ

で
も
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
か
け

ぺ
ら
ぺ
ら
で
な
く
て
も
、
と
に
か

く
母
国
語
の
ほ
か
に
も
う
ひ
と
つ

言
語
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
パ
イ

リ
ン
ガ
ル
だ
と
す
る
。
そ
れ
な
ら

大
部
分
の
日
本
人
は
れ
っ
き
と
し

た
パ
イ
リ
ン
ガ
ル
だ
。
パ
イ
リ
ン

ガ
ル
教
育
を
受
け
た
生
徒
は
、
母

国
語
や
ほ
か
の
教
判
明
の
成
績
も
伸

び
る
と
い
う
デ
l
タ
も
あ
る
。

-
活
力
の
回
復
に
必
要

じゅんいちイラスト・ぷしおか
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i;設:;~
νん雫豊F雲売eFlJ 三思，

橋
爪

大
三
郎

米
本
昌
平
・
松
原
洋
子
・
欄
島

次
郎
・
市
野
川
容
孝
『
優
生
学
と

人
聞
社
会

l
l生
命
科
学
の
世
紀

は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
』
(
講
談

社
)
。
丹
念
な
資
料
の
再
発
見
と

論
理
の
構
成
に
よ
り
、
新
レ
い
先

端
医
療
の
生
命
操
作
lv
お
ぞ
ま
し

い
ナ
チ
ス
の
優
生
政
策
lv絶
対
の

悪
、
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を

脱
却
レ
て
い
る
。

佐
藤
俊
樹
『
不
平
等
社
会
日
本

ー
ー
さ
よ
な
ら
総
中
流
』
(
中
央

公
論
新
社
)
。
豊
富
な
統
計
的
デ

ー
タ
を
駆
使
し
て
、
戦
後
の
平
等

神
話
の
か
げ
で
知
識
階
層
の
固
定

化
が
強
ま
っ
て
い
る
実
態
を
指

摘
。
時
代
の
閉
塞
感
の
根
底
を
突

き
あ
て
つ
つ
、
胸
を
強
れ
る
実
績

社
会
へ
の
制
度
改
革
を
提
案
す

る。

bnuq
o
 
や
R

I

爪

U

杉
田
敦
『
権
力
』
(
岩
波
書
眉
)
。

小
著
な
が
ら
、
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク

ス
主
義
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
権
力

論
の
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
術
開
レ
て
い
る

D

権
力
に

つ
い
て
の
議
輸
が
今
後
積
み
重
な

る
と
期
待
で
き
る
。
(
は
し
づ
め

・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
民
日
東
京
工
業

大
学
教
授
・
社
会
学
専
攻
)

⑨
特
集
⑨

.，. 

，ー

二
十
一
世
紀
に
読
む
一

冊

第6巻第1号(通巻第58号)p7-8 

⑨
橋
爪
大
三
郎

『
哲
学
探
究
」

L

・
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
著
/
藤
本
隆
志

訳
/
大
修
館
書
底
(
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン

全
集

8
)

世
紀
末
の
ウ
ィ
ー
ン
に
生
ま
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー

と
同
じ
高
校
に
通
い
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
藍

壕
を
転
々
と
し
て
捕
虜
に
な
り
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
で
思
索
に
没
頭
し
た
ヴ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ユ

タ
イ
ン
は
、
『
哲
学
探
究
』
と
い
う
遺
稿
を
残
し

た
。
こ
こ
で
、
「
言
語
ゲ

l
ム
」
の
ア
イ
デ
ア
が

初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

科
学
も
資
本
主
義
も
革
命
も
、
何
も
か
も
思

か
な
空
騒
ぎ
で
は
な
い
の
か
。
ダ
ダ
や
ア
ナ
キ

ズ
ム
な
ど
同
時
代
の
虚
無
を
た
っ
ぷ
り
吸
い
込

ん
だ
う
え
で
、
彼
は
そ
の
反
対
の
答
を
出
す
。

人
間
の
営
み
に
は
根
拠
が
な
い
。
根
拠
が
な
い

が
、
そ
の
営
み
以
上
に
確
か
な
こ
と
も
な
い
。

ど
ん
な
絶
望
も
懐
疑
も
、
そ
の
営
み
(
言
語
ゲ

ー
ム
)
を
っ
き
崩
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
価
値

相
対
主
義
を
乗
り
越
え
、
人
類
の
多
様
性
の
な

か
に
統
一
を
探
る
鍵
が
こ
こ
に
あ
る
。

(
東
京
工
業
大
学
教
授
・
社
会
学
者
)

2001.1.1 『一冊の本~2001年1 月号朝日新聞社
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命名が決定的

し

N
円

u
q
G
'
の
h

l

⑤

文庫本ベスト3

『討論三島由紀夫
vs東大全共闘
美と共同体と東大闘争J
三島由紀夫+東大全共闘/角川文庫

『レヴイ=ストロースJ
ヱドマンドりーチ/吉田損吾訳/ちくま学芸文庫

『世界宗教史j(1) ~ (8) 
ミルチャ，ヱリアーデ/奥山倫明+木塚隆志+深沢英隆釈/

ちくま学芸文庫

単行本ベスト3

『パラサイト・シングルの時代J
山田昌弘/ちくま新書

『不平等社会日本さよなら総中流』
佐原俊樹/中公新書

『日本の50年・日本の200年

日本人の自画像J
加藤典洋/岩波書庖

哨
叩
m
山
洋
・
蛍
到
司
沼
田
川
S
桝
斗
円
議
酪
』

Z

帯
細
川
内

戸
、
1
v
‘
、
『
H
M
寸
口
l
u
N

園、

戸、
1
Y
1

、
『
H
N
?
口
l
u
F
M
U
4
事
件
郡
片
『
溜
期
3
桝
斗
円
務
協
』
州
勢
「
憾
「
汁
S
F
件
d
円
臥
す
凶
伊
δ
い
い
|
凶

l
山
可
え
J
U
汁
。
パ
U
J
い
と
ヤ
」
川
，
S
誼
醐
刈
l
山
可
時
間
掛
川
附
N
d
t
U
J
図
酬
蕗
d
，
冶
凶
W
F
N
諸
国
湖
沼
肖
δ
市
¥
山
、
J
W

U
戸
市
部
ト
」
川

d

「
J
〈
。
守
詩
「
汁
図
醐
沿
l
一
二
件
》
」
ぃ
舜
F
n
p
S
F
叫
ん
ザ
什
「
J
L
U
。

苗
回
H
V
J
U
桜
ミ
s
q
'
礼
子
、
U
N
H
蜘
M
U
J
P
ゲ
議
帯
同
榔
M
V
J
A
V
伊
問
問
需
品
内
か
，
仙
ア
劃
M
H消
論
δ
円
h
H
U
J
A
q

斡
ミ
汁
溝
淵
δ
江
ペ
打
'
地
川
温
~
い
や
N
h
併
合
ペ
仙
明
汁
諸
国
別
掴
畑
W
S
M
M
M
U
J
F
H
d
¥
F
E
S
件
ゆ
嗣
醇
G
U
F
件
汁
A
V

仙
明
(
唱
肝
3
、
咽
'
叫
叫
)
品
川
田

τ花
J
「
刊
什
b
h
A
q
仙
明
か
~
H
「
J
・
ψ

同
盟
打
同
盟
」
同
斗
か
。
」
f

油
品
内
蝋
~
日
「
ベ
S
マー可、

、
「
H
N
7
ロ
l
u
N
S
H
岡
、
ヲ
一
昨
什
一
喝
府
内
陣
仰
が
〉

04
作
S
W
澗
ゆ
S
件
、
担
品
作
い
b
f
E
C
M
州
蹄
(
八
議
酪
〉
)

品町内
ν

‘
u
-
9
h
C
刊
淋
議
戸
、
恥
V
L
Y
〈
議
怖
V
H
糊
S
関
山
川
d
恥
叩
ん
い
。
国
同
庁
同
国
国
M
U
A
J
山
平
有
国
同
月
m
q
蕗
問
答
古
川
掛

川
博
判
打
泣
戸
、
ペ
'
一
m
E
d
・
脳
議
D
d
N
h
繭
芹
品
川
川
崎
‘
u
ベ
「
J
汁
E
而
，
議
々
3
灘
両
M
u
f
諸
普
S
N
h
「
J
串
田
'

「
m同
国
別
号
、
U
H
鰍
」
・
q
弘
山
か
~
い
ヤ
ベ
J
存
立
併
合
時
開
併
合
、
び
。
刊
ψ

「
ペ
淫
斗
λ
d
S
打
同
C
M
予
円
滑
ロ

δ
際
司
洞

M
u
f
泊
完
畑
出
抽
3
淫
判
官
時
M
U
J
汁
計
J
U
.
〈

iu
汁
。
J
W
社

V
P
斗

l
u
l
ゲ
J
山
市
，
亡
、
ゲ
T
，
ー
ミ
ャ
l
uペ

H
u
q
u
可
亡
。
，
ヤ
ベ
v
.
4
H
U
N
7
ロ
l
N
S
M
川
川
T
S
件
叩
一
割
燃
作
社
機
A
h
戸
、
h
n
h
?
伊
台
高
代
A
U
J
「
A
U
J
可
作
法

U
戸
?
・
市
山
可
。
い
¥
む
)
汁
湖
沼
一
円
怖
心
れ
什
q
d
，
附
鈴
M
V
J
J
U
汁
以
し

γ

『
誼
掛
川
S
桝
M
サ
議
出
附
』
占
印
n
q
o
δ
託
d
出
命
齢
別
満
州
一剛
斗
u
l
u
l
u
醐
M
U
J
台
、~
日
山
判
事
郡
片
品
肘
s
d
d
〉
強
品
川

3
脚
融
当
挫
止
U
d
斗

l
u
N
7
J
W
三
刈
d
否
回
J
M
m百四
u
w
U
U
可
s
m
惜
別
M
N
M
u
f
M
明
、
針
。
什
組
打
、
ylu
ペ
「
J

汁
お
し
U
M
U
A体
UHUJ-u止ぱ叫
I

「
J
S
F
件
調
H
U
J
d
伊
向
日
。
ミ
合
代
ゲ
'
M
附
iu
汁
八
相
互
山
手
S
部
制
州
法
制
ト
花
什
「
ベ

ゲ
J
咽
問
問
3
5
刷
柳
川
附
d
A
U
d
斗

l
u
N
7
J
W
亡
刈
3
溺
菌
、
J
W
U
N
S
めさ
4
J
同
岡
、
ペ
寸

U
獄
。
y剣
晃
、
は
3
3

伊
吹
止
U
H
U
J
仇
川
政
代
立
'
れ
s
d
h
円
必
「
J
W
ロ
3
潤
明
常
時
p
d
ペ
割
L
V
融
$
ι
V
F
件
斗
匂
e
-
q
弘
山
内
い
。

M
サ
剛
一
円
部
ミ
ベ
J
「
¥
d
.
、ヘ
H
N
7
口
I
M
F
F
『
議
怖
〉
猫
特
』
『
頃
肝
S
泊
'
ぬ
』
『
主
部
部
同
胞
(
山
w

t
嚇
)
什
J
部
ミ
肉
体
h
n
剛
糊
齢
片
品
町
時
打
直
ψ

ベ
「
J
〈
。
品
叩
斗
H
A
V
(
3
|
器
'
州
立
H
F
件
誌
つ
)
品
内
部
ト

」
ア
議
協
同
搬
品
広
岡
国
制
「
汁
‘
u
p
σ
一
H
A
h
-
U
J
都
町
制
叫
ー
か
〉
円
、
什
P
W
F
J
。
戸
、
M
U
J
戸
〉
議
協
同
州
附
δ
羽
海
'

F
件
斗
円
酬
N
H
S
A
q
恥
四
-
u
'
斗
円
酬
品
町
剛
削
除
円
h
「
J
J
岬
V
R
'
ヤ
去
、
『
H
U
N
7
ロ
l

N

S
諮
S
伊
d
H
V
J
F
叫
す
H
V
J
A
V
N
h

「
J
F
件
叫
辻
什
世
江
川
「
J
汁
「
J
。

若
手
社
会
学
者
二
人
の
新
警
が
、
今
年
は
注
目
を
集
め
た
。
山
田
昌
弘
さ
ん
の
『
パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
の
時

代
』
は
、
独
身
で
親
と
同
居
し
、
基
礎
消
費
を
節
約
し
つ
つ
高
い
消
費
生
活
を
享
受
す
る
「
寄
生
虫
的
」
な
若
い
男

女
約
一

O
O
O万
人
の
、
実
態
と
そ
の
社
会
背
景
を
紹
介
す
る
。
「
パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
」
と
い
う
命
名
が
、

決
定
的
だ
っ
た
。
名
前
が
つ
け
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
現
実
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
指
さ
れ
た
当

人
た
ち
は
、
「
あ
ー
あ
、
言
わ
れ
ち
ゃ
っ
た
。
パ
ラ
サ
イ
ト
だ
っ
て
。
図
星
だ
よ
な
、
ど
う
す
る
?
」
と
た
め
息
を

っ
き
、
落
ち
込
ん
で
い
る
。
佐
藤
俊
樹
さ
ん
の

『
不
平
等
社
会
日
本
』
は
、

S
S
M
(社
会
階
層
と
移
動
)
調
査
の

分
析
に
も
と
づ
き
、
日
本
社
会
は
平
等
化
へ
向
か
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
実
は
新
た
な
階
層
格
差
が
根

づ
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
警
告
を
発
し
た
。
山
田
さ
ん
の
仕
事
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
戦
後
日
本

社
会
の
神
話
を
、
統
計
デ

1
タ
な
ど
科
学
的
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
九
九

0
年
代
の

停
滞
を
経
て
、
懐
疑
的
に
な
っ
た
読
者
が
こ
う
し
た
仕
事
を
歓
迎
し
て
い
る
。

加
藤
典
洋
さ
ん
の
『
日
本
人
の
自
画
像
』
は
、
戦
後
日
本
と
い
う
閉
域
を
、
プ
レ
近
代
↓
近
代
へ
と
歩
む
連
続

性
/
非
連
続
性
の
う
ち
に
位
置
づ
け
直
そ
う
と
い
う
、
批
評
的
・
思
想
的
な
仕
事
で
あ
る
。
『
敗
戦
後
論
』
(
講
談
社
)
、

『
可
能
性
と
し
て
の
戦
後
以
後
』
(
岩
波
書
庖
)
、
『
日
本
の
無
思
想
」
(
平
凡
社
新
書
)
、
『
戦
後
的
思
考
』
(
務
談
社
)
と

い
っ
た
仕
事
を
受
け
て
、
本
書
で
は
、
日
本
と
い
う
観
念
と
意
識
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
い
く
つ
か
の
系
譜
を
た
ど
る
、

補
助
線
が
引
か
れ
る
。
戦
後
の
言
論
を
流
通
さ
せ
て
い
た
暗
黙
の
前
提
が
、
き
わ
め
て
あ
や
ふ
や
な
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
加
藤
さ
ん
の
一
遠
の
仕
事
は
注
目
す
べ
き
だ
。
こ
の
秋
に
は
、
竹
田
青
嗣
さ
ん
を

司
会
に
、
加
藤
さ
ん
と
私
の
ぷ
厚
い
対
決
討
論
『
天
皇
の
戦
争
責
任
』
(
径
貴
一
房
)
も
出
版
さ
れ
る
予
定
な
の
で
よ
ろ

1ν
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毎年夏休みを利用して、私の動務先

である東京工業大学の学生数ナ人を、

中国に連れて行っている。もう7年目に

なるだ右うか。行者先は毎年遭って、三

献下り、 l日満洲、シルヲロード、雲南、

黄河流域、内モンゴル……と、中国の

各地に及ぷ。

春先から、との準備で、私の研究室

は旅行代理底顔負けの忙しさだ。学生

の募集と履修登録.パスポートとピザ

の取得。グループ分けと事前学習。短

期留学の手続き。格安航空券の手配。

中国側との連絡。出発前鋭明会。中国

に渡ってからの宿舎や旅行は、受け入

れ機関の天i輩社会科学院が手配をし

てくれるので助かるが、それでもふつ

うの綬撲の何倍も手聞がかかる。

なぜそこまでするかと雷えば、学生

たちが異国の地を絡むことで、みるみ

る変化し成長してし、くのがわかるから。

海外旅行の経験のある学生は少なくな

い。しかし、そんな彼らも中国で数週

間を過ごすと、大きなショッ?を受け

る。見かけでは日本人と区別のつかな

い中国の人びと力士思考や行動機式で

はまったく異なる。日本と海を隔てて、

想像できなかったもうひとつの世界が

ひろがっていた。この事実を悶織する

ことで、学生たちはかえって日本に目

を聞き、日本で育った自分を相対化

し、大きな解紋感を手にするのだ。

2001年は、中国のどんなところを巡

ろうか。悩ましくも楽しい宿題だ.
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