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圃橋爪大三郎・

『
勝
つ
日
本
』
と
は
威
勢
が
い

い
が
、
む
心
配
な
く
。
中
身
は
ま

っ
と
う
な
対
談
だ
。
足
ぶ
み
す
る

と
の
国
を
ど
う
立
て
直
せ
ば
よ
い

か
、
論
客
の
二
人
が
、
政
治
、
経

済
、
外
交
、
憲
法
な
ど
、
二
十
一

世
紀
の
課
題
そ
総
ざ
ら
い
す
る
。

作
家
・
東
京
都
知
事
・
元
代
議

士
の
石
原
慎
太
郎
氏
。
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
・

T
Vキ
ャ
ス
タ
ー
の
田

原
総
一
朗
氏
。
立
場
の
違
う
二
人

『勝つ日本』

石原慎太郎・田原総一朗蕃

躍
惟
由
主
¥
笹
川
《
巨
晦
¥
社
嘘
樫
ロ
伺

E 

出

l
h
州
問

だ
が
、
共
通
す
る
の
は
ζ
の
数
十

年
、
自
民
党
政
治
家
を
は
じ
め
指

導
的
な
立
場
の
人
び
と
の
ふ
る
ま

い
を
、
間
近
に
見
続
げ
て
き
た
こ

と
だ
。
そ
の
上
で
の
診
断
は
、
ピ

シ
ャ
リ
急
所
を
つ
い
て
い
る
。

診
断
の
第
一
は
、
自
民
党
「
経

世
会
」
政
治
の
行
き
詰
ま
り
。
利

権
や
裏
金
で
、
派
閥
・
野
党
・
官

僚
・
同
開
界
を
意
の
ま
ま
に
操
り
、

首
相
の
首
そ
す
げ
か
え
る
。
竹
下

元
首
相
が
完
成
さ
せ
た
手
法
は
、

園
内
で
し
か
通
用
せ
ず
、
一
九
九

0
年
代
の
停
滞
を
も
た
ら
し
た
。

第
二
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
無

知
と
誤
解
。
冷
戦
の
あ
と
の
国
際

秩
序
を
、
日
本
も
加
わ
っ
て
、
再
り
品
質
に
な
る
し
か
な
い
。

構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
と
ん
な
調
子
で
、
石
原
氏
と
田

た
。
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
に
対
原
氏
の
応
酬
が
続
く
。
集
団
的
自

す
る
甘
え
と
反
発
、
中
国
・
ア
ジ
衛
権
の
是
非
、
対
中
国
O
D
Aの

ア
に
対
す
る
後
ろ
め
た
さ
と
侮
り
是
非
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
の
対
立
も

に
、
目
が
曇
っ
て
し
ま
う
。
自
分
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
こ
と
ま
で

勝
手
な
希
望
的
観
測
を
織
り
ま
ぜ
議
論
が
酔
み
合
っ
て
い
る
と
と
の

な
い
で
、
他
者
を
認
識
し
、
世
界
ほ
う
が
鰭
き
だ
。

を
考
え
る
の
が
苦
手
で
あ
る
。
本
書
が
浮
き
彫
り
に
す
る
の
は

第
三
は
、
構
想
力
の
不
足
。
日
わ
が
国
の
、
国
家
と
し
て
の
統
治

本
の
長
所
を
評
価
し
、
欠
点
を
み
能
力
の
な
さ
で
あ
る
。
な
ぜ
政
治

つ
め
る
自
己
認
識
が
不
徹
底
だ
。
は
時
代
の
変
佑
に
追
い
つ
け
な
い

二
十
一
世
紀
の
国
家
戦
略
を
立
の
か
。
国
民
は
も
っ
と
率
直
に
、

て
、
国
民
の
幸
せ
と
人
類
の
発
展
ど
ん
な
課
題
も
議
論
し
よ
う
。
政

を
は
か
る
政
策
論
争
は
な
お
不
徹
治
家
は
、
も
っ
と
政
策
を
勉
強
し

底
。
こ
の
ま
ま
だ
と
日
本
は
、
じ
て
も
ら
お
う
。
両
氏
の
対
話
そ
通

直
面
す
る
課
題
を
総
ざ
ら
い

ー肱鼎・|眠拠~(蜘卦底~~抑)
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し
て
、

読
者
は
あ
る
べ
き
政
治
の

姿
を
思
い
出
し
、
現
状
へ
の
不
満

を
か
き
立
て
ら
れ
る
。
保
守
/
革

新
と
い
う
古
び
た
構
図
の
そ
の
先

の
、
新
し
い
政
治
そ
創
り
だ
す
の

は
こ
れ
か
ら
だ
。
(
社
会
学
者
)

『勝つ日本』は

(文芸春秋・ 246;:)-・1.143円)
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「失われた10年をへて、このままではい

けない、何とかしたいという気持ちがあ
って読まれているのでは」と担当者。
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西
部
逼
ほ
か
著

産経新聞社

福
沢
諭
吉
に
は
、
佐
伯
啓
思
。
内
村
鑑
三

に
は
、
山
折
哲
雄
。
以
下
、
柳
田
国
男
、
西

田
幾
多
郎
、
小
林
秀
雄
、
三
島
由
紀
夫
、
吉

田
茂
、
丸
山
真
男
と
、
わ
が
国
を
代
表
す
る

八
人
の
知
性
に
対
し
て
、
当
代
の
学
者
・
評

論
家
八
人
が
切
り
込
ん
で
い
く
。
四
十
枚
弱

と
い
う
限
ら
れ
た
分
量
の
原
稿
で
、
ど
こ
ま

で
ま
っ
し
ぐ
ら
に
相
手
の
本
質
に
迫
れ
る
か

が
勝
負
だ
。
批
評
の
対
象
は
大
物
で
、
相
手

に
不
足
は
な
い
。
評
す
る
八
人
の
腕
く
ら
べ

と
な
っ
て
、
読
み
ご
た
え
の
あ
る
競
作
と
な

っ
た
。
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
思
想
の

古
典
を
読
み
直
す
こ
と
の
大
事
さ
が
ず
し
り

と
伝
わ
っ
て
く
る
。

八
篇
に
共
通
す
る
テ

1
マ
は
第
一
に
、

「日
本
」
で
あ
る
。
柳
田
に
せ
よ
、
小
林
に

せ
よ
三
島
に
せ
よ
、
め
い
め
い
が
自
分
な
り

p356-357 『正論]5月号通巻345号

れ
る
。
ひ
と
昔
前
な
ら
考
え
ら
れ
な
い
、
思

い
切
っ
た
指
摘
で
あ
る
。

印
象
的
な
章
を
、
任
意
に
あ
げ
て
み
る
。

西
国
幾
多
郎
に
対
す
る
松
本
健
一
は
、
難

解
と
さ
れ
る
西
田
の
「
絶
対
矛
盾
の
自
己
同

こ
は
決
し
て
難
し
く
な
い
と
言
う
。
白
と

黒
は
、
正
反
対
で
相
い
れ
な
い
が
、
そ
れ
怯

色
と
い
う
共
通
の
土
台
が
あ
れ
ば
こ
そ
。
白

と
黒
と
い
う
矛
盾
が
、
色
と
い
う
同
一
性
に

支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
の
構
造
も
そ

れ
と
同
じ
だ
、
と
り
わ
け
「
日
本
」
と
日
本

洋
泉
社
・
七
九
O
円

の
や
り
方
で
、
日
本
と
日
本
人
で
あ
る
こ
と

の
意
味
と
価
値
に
つ
い
て
、
っ
き
詰
め
て
い

る
。
近
代
と
い
う
普
遍
的
な
出
来
事
と
、
日

本
と
い
う
特
殊
な
伝
統
と
の
交
点
に
、
わ
が

国
を
代
表
す
る
知
性
の
誰
も
が
思
想
的
な
命

運
を
賭
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
感
銘

を
受
け
る
。

テ
ー
マ
の
第
二
は
、
脱
神
話
化
で
あ
る
。

評
者
は
一
様
に
、
戦
後
の
通
念
を
突
き
破
っ

て
、
思
想
が
う
ま
れ
た
そ
の
時
代
の
必
然
を

み
つ
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
福
沢
や

柳
田
の
場
合
は
、
教
科
書
的
な
イ
メ
ー
ジ
の

下
か
ら
し
な
や
か
な
思
索
の
躍
動
が
よ
み
が

え
っ
て
く
る
。
い
っ
ぽ
う
、
丸
山
の
場
合
に

は
、
権
威
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
議
論
の
土
台

が
、
あ
や
ふ
や
な
漢
文
読
解
や
へ

l
グ
ル
哲

学
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
批
判
さ

ト
ロ
ー
ル
の
発
想
を
育
て
な
か
っ
た
こ
と
。

西
部
に
よ
る
吉
田
の
像
は
、
三
島
由
紀
夫
の

仮
面
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
掘
り
下
げ
た
高

津
秀
次
の
論
と
対
照
さ
せ
る
と
、
い
っ
そ
う

味
わ
い
深
い
。

本
書
は
、
企
画
の
勝
利
で
あ
る
。
あ
と
が

き
で
、
仕
掛
け
人
の
田
中
紘
太
郎
が
の
べ
る

よ
う
に
、

《
こ
れ
ま
で
・
:
論
じ
て
こ
な
か
っ

た
、
し
か
し
・
:
避
け
て
通
れ
な
い
》
執
筆
者

と
思
想
家
の
絶
妙
な

《組
み
合
わ
せ
か
ら
:
・

生
じ
る
火
花
や
論
理
の
交
差
》
こ
そ
が
見
ど

執
筆
者
と
思
想
家
の
絶
妙
の
組
み
合
わ
せ

的
な
エ
ー
ト
ス
の
あ
り
方
は
そ
う
で
あ
る
と

い
う
洞
察
を
、
哲
学
を
「
何
と
な
く
」
選
ん

だ
と
い
う
西
田
の
歩
み
を
追
う
な
か
で
、
松

本
は
さ
ぐ
り
あ
て
る
。

吉
田
茂
に
対
す
る
西
部
遁
は
、
戦
後
日
本

の
出
発
点
に
ま
つ
わ
る
矛
盾
に
焦
点
を
あ
て

る
。
親
英
的
な
エ
リ
ー
ト
主
義
の
吉
田
が
、

ア
メ
リ
カ
的
な
民
主
主
義
の
戦
後
日
本
を
た

ち
あ
げ
る
役
回
り
を
演
じ
た
こ
と
。
反
軍
意

識
が
強
烈
な
あ
ま
り
、
平
和
主
義
的
な
日
本

国
憲
法
に
こ
だ
わ
り
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン

こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
も
と
『
正
論
』
に
連
載

さ
れ
た
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
が
、
あ
ら
た
め
て

新
書
で
通
読
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
嬉

し
い
。

本
書
の
論
じ
る
思
想
家
た
ち
は
、
日
本
の

近
代
を
力
強
く
引
っ
張
っ
た
。
繁
栄
の
あ
と

の
混
迷
の
た
だ
な
か
に
あ
る
現
在
、
こ
れ
だ

け
の
本
質
的
な
仕
事
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と

い
う
危
機
感
を
覚
え
る
の
は
、
私
だ
け
だ
ろ

う
か
。東

京
工
業
大
学
教
授

橋
爪
大
三
郎

こ
と

r

「
天
皇
制
」
と
い
う
呼
称
を
使
う
べ
き
で
な
い
理
由

356 

谷
沢
永
一
著

P
H
P
研
究
所
・
一
六

O
O
円

「
天
皇
制
」
と
い
う
呼
称
は
新
聞
で
も
、
テ
レ

ビ
で
も
庁
普
通
。
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

違
和
感
を
抱
く
日
本
人
は
ま
ず
い
な
い
。

し
か

し、

天
皇
制
と
い
う
言
い
方
は
、

「天
皇
制
否

定
、
天
皇
制
廃
止
、
天
皇
制
打
倒
、
と
い
う
風

に
、
皇
室
に
敵
対
す
る
表
現
で
あ
る
」
と
著
者

は
断
言
す
る
。

皇
室
は
制
度
で
も
な
く
、
機
構
で
も
な
い
。

わ
が
国
の
歴
史
と
一
体
不
離
の
存
在
で
あ
り
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
根
源

と
言
え
る
。

天
皇
制
と
い
う
敵
対
用
語
を
初
め
て
つ
く
っ

た
の
は
ソ
連
共
産
党
が
指
導
す
る
コ
ミ
ン
テ
ル

ン
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
正
十
二
年
に
わ
が
国
に

持
ち
込
ま
れ
た
。
敵
意
に
満
ち
た
こ
の
造
語
の

誕
生
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
著
者
は

「日
本
一
語
の
使
い
方
を
正
し
た
い
」
と
の
深
い

思
い
を
本
書
に
込
め
た
。
天
皇
制
で
は
な
く
皇

室
と
い
う
呼
称
こ
そ
が
伝
統
に
か
な
う
。

N
l
p
p
O
N
の
気
概

上
原

卓
著

モ
ラ
ロ
ジ
l
研
究
所
・
一
七

O
O円

「
使
命
に
生
き
た
先
人
た
ち
」
と
副
題
の
付
け

ら
れ
た
本
書
は
、
幕
末
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
の

お
よ
そ
百
年
の
聞
に
、
日
本
と
い
う
国
を
背
負

っ
て
駆
け
抜
け
て
い
っ
た
三
十
八
人
の
足
跡

を
、
簡
潔
平
易
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

登
場
す
る
の
は
佐
久
間
象
山、

吉
田
松
陰
、

勝
海
舟
、
新
渡
戸
稲
造
、
岡
倉
天
心
、
高
橋
是

清
、
岸
信
介
と
い
っ
た
人
物
で
、
彼
ら
が
い
か

に
「
世
界
の
中
の
日
本
」
を
考
え
、
日
本
の
独

立
と
自
由
、
経
済
の
発
展
と
道
義
の
確
立
に
尽

く
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
同

時
に
、
個
と
し
て
の
命
よ
り
も
貴
い
価
値
が
存

在
す
る
こ
と
を
後
世
に
訴
え
る
も
の
だ
。

著
者
は
あ
と
が
き
で

「歴
史
は
繰
り
返
す
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ

は
過
去
か
ら
教
訓
を
導
き
出
す
こ
と
の
困
難
さ

の
指
摘
に
も
な
っ
て
い
る
。
二
十
一
世
紀
の
日

本
人
が
危
機
感
を
も
っ
て
受
け
止
め
ね
ば
な
ら

ぬ
課
題
で
あ
ろ
う
。

357読書のl時間
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コ

め

だ

ろ

う

1
爪
ナ
・一
郎

(
東
京
工
業
大
学
教
授
〉

①
徳
富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史

(全
十
六
冊
〉
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
〉

明
治
維
新
の
大
業
を
理
解
す
る
に

は
、
明
治
以
前
の
時
代
の
激
動
と
日
本

人
の
事
績
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
べ
か
ら

ず
と
、
織
田
信
長
か
ら
説
き
起
こ
す
著

者
浮
身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク。

②
吉
田
松
陰

『
講
孟
割
記
』
(
講
談

社
学
術
文
庫
〉

密
航
に
失
敗
し
獄
に
つ
な
が
れ
た
松

陰
は
、
外
圧
に
狼
狽
し
て
な
す
と
こ
ろ

を
知
ら
な
い
日
本
人
に
、
忠
孝
一
如
を
③
山
本
七
平

『現
人
神
の
創
作
者
た

原
則
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ア
イ
デ
ン
ち
』

文
婆
春
秋
(
山
本
七
平
ラ
イ
ブ
ラ

テ
ィ
テ
ィ
の
根
源
を
お
も
い
起
こ
さ
せ
リ
ー
と
し
て
再
刊
)

る

。

尊

白

王

様

夷

思

想

の

起

源

を

、

山

崎

闇

斎
学
派
の
朱
子
学
解
釈
に
さ
ぐ
る
好

著。
④
猪
瀬
直
樹
『
昭
和
時
年
夏
の
敗

戦
』
(世
界
文
化
社
。
後
に
文
春
文
庫
)

若
手
の
官
僚
・
知
識
人
を
集
め
た
内

閣
直
属
の
総
力
戦
研
究
所
は
、
日
米
戦

争
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
日
本
必

敗
を
結
論

e

つ
け
る
。
こ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
、
日
本
は

敗
戦
を
迎
え
る
。

⑤
児
島
褒
『
天
皇
(
全
五
冊
)
』
(文

春
文
庫
)

さ
き
ご
ろ
亡
く
な
っ
た
著
者
の
、
同

時
代
史
を
ひ
と
つ
の
物
語
に
昇
華
さ
せ

る
筆
力
は
、
あ
な
ど
り
が
た
い
。
ほ
か

に
、
『
日
中
戦
争

(全
五
冊
ど
ほ
か
多

数
の
著
書
が
あ
る
。
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戦
後
は
遠
く
な
っ
た
。
う
ち
ひ
し
が
れ
た

屈
辱
も
、
飢
え
や
貧
し
さ
も
、
生
き
の
び
た

喜
び
も
、
も
は
や
ひ
と
ご
と
で
し
か
な
い
豊

か
な
世
代
が
大
半
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
戦
後
を
、
生
身
の
人
聞
が
織
り
な

し
た
濃
密
な
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ
と
し
て
、
眼

前
に
再
現
し
て
み
せ
て
く
れ
る
の
が
本
書
で

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
日
本
研
究
者

の
一
人
ダ
ワ
l
氏
が
、
占
領
期
の
資
料
の
山

と
格
闘
し
た
。
多
様
で
雑
然
と
し
た
敗
戦
直

後
の
、
な
つ
か
し
く
さ
え
あ
る
実
像
が
ふ
ん

だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

著
者
は
、
占
領
軍
の
建
て
前
の
裏
側
で
何

来斤担当た点歪-*-Eヨ

ジ
ョ
ン
・ダ
ワ

l
著

戦後日本の原点、詳細に追う

が
行
わ
れ
て
い
た
か
、
人
び
と
の
混
乱
し
た

心
理
の
奥
底
で
何
が
芽
生
え
て
い
っ
た
か

を
、
き
っ
ち
り
検
証
し
て
い
く
。
前
半
は
、

敗
戦
に
と
ま
ど
い
な
が
ら
も
、
し
た
た
か
に

生
き
る
日
本
人
の
適
応
力
。
後
半
は
、
新
憲

法
と
東
京
裁
判
に
焦
点
を
あ
て
る
。
近
衛
文

麿
、
東
条
英
機
、

G
H
Qめ
将
校
た
ち
、
有

名
人
や
無
名
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
、
終
始

巨
大
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
の
は
、
マ
ッ
カ

ー
サ
!
と
昭
和
天
皇
の
二
人
だ
。

半
世
紀
を
経
た
い
ま
だ
か
ら
、
歴
史
と
し

て
冷
静
に
語
り
う
る
こ
と
が
あ
る
。

G
H
Q

と
ア
メ
リ
カ
本
国
政
府
と
の
確
執
。
マ
ッ
カ

1
サ
l
の
指
示
で
あ
わ
叱
だ
し
く
日
本
国
憲

法
が
で
き
あ
が
る
ま
で
。
ダ
ワ
l
氏
は
、
日

本
の
旧
指
導
部
に
厳
し
い
批
判
の
目
を
向
げ

る
い
っ
ぽ
う
、
七
年
に
わ
た
る
ア
メ
リ
カ
の

軍
政
が
む
し
ろ
戦
前
の
体
質
を
温
存
し
て
し

ま
っ
た
と
も
指
摘
す
る
。
ま
た
、
極
東
軍
事

裁
判
が
「
事
後
法
」
に
も
と
づ
く
強
引
な
も

J
o
h
n
w
・
D
o
w
e
r

沼

年
生
ま
れ
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
で
博
士
号

取
得
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
料
大
教

授
。
著
書
に
『
吉
田
茂
と
そ
の
時
代
』

な
ど
。
本
書
で
ピ
ュ
リ
ツ
ア

l
賞。

の
で
、
裁
判
の
体
裁
を
な
し
て
い
な
い
と
も

断
ず
る
。
総
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策

と
戦
後
日
本
の
体
制
の
「
正
し
さ
」
を
見
直

す
論
調
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
い
っ
ぽ
う
ダ
ワ
l
氏
は
、
日
本
の
ふ

つ
う
の
人
び
と
が
、
上
か
ら
の
改
革
を
よ
ろ

こ
ん
で
受
け
い
れ
、
積
極
的
に
戦
後
日
本
を

築
い
た
と
感
動
を
こ
め
て
語
り
、
高
く
評
価

す
る
。
誰
も
が

「平
和
」
と
「
民
主
主
義
」

を
熱
心
に
議
論
し
た
。
日
本
人
は
、
敗
戦
を

「
抱
き
し
め
た
」
の
だ
。

戦
後
日
本
の
原
点
に
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ

が
異
文
化
と
し
て
遭
遇
し
、
ま
じ
ま
じ
と
見

つ
め
あ
っ
た
真
剣
な
一
時
期
が
あ
っ
た
。
日

米
安
保
を
は
じ
め
両
国
関
係
の
再
構
築
が
必

要
な
い
ま
、
そ
う
し
た
原
点
を
思
い
起
こ
す

の
も
有
益
だ
と
言
え
よ
う
。
三
浦
陽
一
ほ
か

訳
。
(
岩
波
書
百
・
上
下
各
二
、
二

O
O円
)

東
京
工
業
大
学
教
授
橋
爪
大
三
郎
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田
脳
出
回

教師必読の「この 3ffffJ1合オ夏休みに読む!

【
第
二
特
集
】

盟国::=率調

夏
休
み
に
読
む
!
教
師
必
読
の
「
こ
の
三
冊
」

教
育
リ
ー
ダ
ー
の
た
め
の
読
書
案
内

夏
休
み
。
必
ず
じ
も
日
々
の
住
事
の
忙
し
さ
か
ら

解
放
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
ら
の
実

践
を
相
対
化
し
て
み
る
、
よ
い
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

ほ
っ
と
肩
の
力
を
抜
い
て
、
久
し
ぶ
り
に
読
書
な
ど

を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

今
回
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
専
門
家
、
現
場
の

先
生
方
に
よ
る
「
夏
休
み
の
た
め
の
読
書
案
内
」
で

す
。
手
堅
い
本
か
ら
、
お
手
軽
な
本
ま
で
、
多
く
の

本
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

-R橋
爪
大
三
郎
(
東
京
工
業
大
学
教
授
)

①
加
藤
典
洋
『
『
天
皇
崩
御
」
の
図
像
学
』
平
九
社

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
二

O
O
一
年

②
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ

l
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
(
上
・

下
)
』
岩
波
書
届
二

O
O
一
年

③
橋
爪
大
三
郎
『
世
界
が
わ
か
る
宗
教
社
会
学
入
門
』

筑
摩
書
房
二

O
O
-
-牛

加
藤
さ
ん
の
本
は
『
ホ

l
ロ
l
質
』
を
再
刊
し
た

一も
の
だ
が
、
い
ま
だ
か
ら
こ
そ
十
年
前
の
分
析
の
的

確
さ
が
光
る
。

M
I
T
教
授
、グ
ワ

l
氏
の
本
は
ア
メ

リ
カ
で
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
。
最
後
の
本
は
私
の
東
工

大
で
の
講
義
を
ま
と
め
た
も
の
。

な
お
、
掲
載
順
は
、
編
集
部
に
ア
ン
ケ
ー
ト
が
届

い
た
順
番
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

(
編
集
部
)
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単行本ベスト3

rr邪馬台国」と日本人J
小路団事直/平凡社新書

『オウム なぜ宗教はテ口リスムを生んだのか1
島田裕巴/トランスレビュー

文庫本ベスト3

『い じめの社会理論その生態学的秩序の生成と解体J
内高朝雄/柏書房

あ
り
が
ち
な
タ
イ
ト
ル
だ
が

一

ぷ脅i挙
苛冬、

『日 本 の 敗 因 歴史は勝つために学ぷJ
小室直樹/詞訟祉+a主庫

『日 本 風 景論J
加豚奥洋/間援社文芸宜庫

『ハディース イスラム伝示集成』全6巻
牧野{童生訳/中公主庫

小
路
田
泰
直

『「
邪
馬
台
国
」
と
日
本
人
』
は
、
よ
く
あ
り
が
ち
な
タ
イ
ト
ル
だ
が
、
中
身
は
画
期
的
な
論
考

‘
で
あ
る
。
小
路
田
氏
は
、
日
本
の
歴
史
学
の
成
立
の
秘
密
、
と
り
わ
け
皇
国
史
観
の
源
泉
を
た
ど
り
、
白
鳥
庫
吉

の
唱
え
た
邪
馬
台
国
H

九
州
説
を
再
発
見
す
る
。
邪
馬
台
国
が
九
州
に
あ
れ
ば
、
三
世
紀
ま
で
近
畿
(
日
本
の
中

心
部
)
は
、
中
国
の
暑
を
受
け
な
か
っ
た
と
言
い
う
る
。

《
自
主
化
の
固
有
性
(
万
邦
無
比
の
国
体
)
の
証

明
を
、
物
語
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
事
実
に
基
づ
い
て
証
明
す
る
と
い
う
方
法
》
な
の
だ
。

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
、
出
色
の
一
冊
。

島
田
裕
巳
『
オ
ウ
ム
』
は
、
か
つ
て
オ
ウ
ム
の
シ
ン
パ
と
誤
報
さ
れ
、
教
壇
を
追
わ
れ
た
島
田
氏
が
、
満
を
持

し
て
の
二
二

O
O枚
の
大
作
。
事
件
の
あ
と
入
手
で
き
た
と
い
う
教
団
発
行
の

『尊
師
フ
ァ
イ
ナ
ル
-
ス
ピ
ー
チ
』

や
裁
判
の
審
理
の
経
過
な
ど
、
資
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
で
、
オ
ウ
ム
真
理
教
と
サ
リ
ン
事
件
の
全
貌
に
つ

い
て
行
き
届
い
た
解
明
を
与
え
て
い
る
。
島
田
氏
は
本
書
を
ま
と
め
る
作
業
を
通
じ
て
、

《自
ら
の
ス
テ
イ
グ
マ

を
は
が
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
}
た
と
同
時
に
、

《
オ
ウ
ム
と
い
う
鬼
つ
子
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
日
本
の
社

会
の
再
生
に
も
結
び
つ
く
V

と
書
い
て
い
る
。
オ
ウ
ム
を
考
え
る
う
え
で
、
今
後
必
ず
会
話
…
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
書
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

内
藤
朝
雄

『
い
じ
め
の
社
会
理
論
』
は
、
変
容
す
る
学
校
共
同
体
の
病
理
を
は
じ
め
て
捉
え
た
好
著
。
丹
念
な

調
査
や
デ
ー
タ
の
収
集
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
し
い
い
じ
め
の
特
質
、
そ
の
祝

祭
性
や
集
団
力
学
の
構
造
を
あ
ぶ
り
出
す
。
と
り
わ
け
、
い
じ
め
を
問
題
視
す
る
大
入
社
会
の
視
線
が
、
企
業
な

ど
職
場
の
中
間
集
団
の
圧
力
(
大
人
間
に
お
け
る
い
じ
め
)
の
苦
し
さ
を
投
影
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮

説
は
、
考
え
さ
せ
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
今
年
の
収
穫
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

(
社
会
学
)
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私は文系?理系?" 

I 自主ゐ今育のほかlFかしld点正理系

t と交系の崩買を設けτいる弓とだ。!これ ，

除後進国の特徴だと、私は恩bTPるq

! 理土系の教育は奨験設備I~塗iがかかる。
だか台数学ゐ試験査し!と l学生を2種類

にふり分ける〆乙1号、ぜて予底史や文学ふ

i哲学ωわ力、e.，な川里系λ聞とにl自然科学 1

ー ド 迅 l 

』が理解方きない1克i系iん問械で者あがる件。γ
l乙砂川i舟守缶、草寺吋理場部みJ

fたいキところで何モも勉強ちdるe大学1

院はぐfあちこ印字~，カ'~;学生をかき集
いめてf土t切り直しLとれてこ迂専問で13-

b杯長所を伸ば式ごとがでぎる。

高校のころ私も、理系1由、文系かで悩ん

だ。郡大好きな友ヘι大学の鮮や -

E 物理を勉強してみたら、まるで敵わない。

'社会にまサする関心なら負けない。そとで

大学では社会学を学ぷことに決めたが、

数学や重工系の考え方にも未練があった。

だから大学院で、両方tを学べ吾小室直樹

博士の自主ゼミがあると聞いてJーもニ

も本〈飛び込んだ。

東京工業大学に勧めるようになって、

5年前、新しい大学院を作る話が持ち上

がった。それなら、理系〆文系のl]!恨を

取り払うことだ。いろんな出身の若い学

生に、数学 ・コ ンビュ一世も、哲学や歴

史や文学も、両方をみっちり学んでもら

う。これからの日本のリ-11ーは、こう

でなければならない。こうしてできた

「社会理工学研究科 ・価値システム専攻

(略称VALDES) から、今世紀中に首相

を数人出すのが目標だ。
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-
世
界
で
も
類
を
見
な
い
苦
し
い
敗
北
を
経
験
し

本
人
が
「
敗
北
を
抱
き
し
め
て
」
自
分
を
変
え
て

姿
を
、
共
感
を
こ
め
て
描
く
。
(
実
声
人
語
/
由

-
戦
後
史
の
根
源
的
な
問
い
に
明
断
な
解
答

く
れ
る
優
れ
た
史
書
で
あ
る
。
(
池
津
夏
樹
鰐
/
信

・
戦
後
を
、
生
身
の
人
聞
が
織
り
な

L
た
濃

の
一
ペ
ー
ジ
と
し
て
、
眼
前
に
再
現
し
て

れ

る

。

(

橋

史

三

郎

昌
ン
・
ダ
ワ

を

-
と
も
す
れ
ば
情
緒
と
憶
断
に
傾
斜
し

が
ち
な
風
潮
に
反
省
を
強
い
る
意
味

で
も
、
昧
読
す
べ
き
、
価
値
あ
る
一

冊

。

(

著

名

徹

評

/
時
事
通
信
配
信
)

官2 月21

た
本
重言

し
て
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
た
当
時
の

感
触
を
、
辛
抱
づ
よ
く
迫
い
続
甘

て
か
た
ち
促
し
た
。

中
村
好
寿
『
軍
事
革
命

(
R
M

A
)
|
|
〈
情
報
〉
が
戦
争
を
変

え
る
』
(
中
公
新
書
)
は
、
タ
イ

ム
リ
ー
な
書
。
兵
器
や
社
会
基
盤

を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
支
え
る
現
在
、
戦
争
は
ク
ラ

ウ
ゼ
ゲ
イ
ツ
ツ
以
来
の
消
耗
戦
か

色
麻
宙
博
戦
に
移
行
す
る
。
軍
事
目

槙
に
隈
ち
ず
弱
い
「
要
」

(
W
T

C
や
ペ
ン
タ
ゴ
ン
)
を
同
時
攻
撃

す
る
の
が
効
果
的
だ
。
精
密
誘
導

弾
の
代
わ
り
に
、
乗
っ
取
り
旅
客

機
が
使
わ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
同

時
多
発
テ
ロ
は
、
ま
さ
し
く
と
の

理
論
で
計
画
・
実
行
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。
(
は
し
づ
め
・
だ
い

さ
ぶ
ろ
う
氏
H
東
京
工
業
大
学
教

授
・
社
会
学
専
攻
)

ぜ


