
だ
っ
た
の
か
、
疑
問
を
持
っ
た
こ
と
が
研

究
の
始
ま
り
と
な
り
ま
し
た
」

　

大
学
の
卒
業
研
究
の
テ
ー
マ
は「
漢
〜
魏

晋
南
北
朝
期
に
お
い
て
、支
配
階
層
の
人
々

が
身
に
着
け
て
い
た
公
的
な
衣
服
の
制
度
」。

当
時
の
支
配
階
層
の
人
々
の
上
下
関
係
が

ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
か
を
衣
服
制

度
か
ら
考
察
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
先

行
研
究
が
少
な
い
た
め
、
や
れ
ば
や
る
ほ

ど
発
見
が
あ
っ
て
先
生
は
研
究
に
の
め
り

込
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
研
究
者
と

し
て
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
り
、
公
的
な

衣
服
制
度
を
切
り
口
に
「
支
配
―
被
支
配
」

の
関
係
を
追
究
す
る
、
と
い
う
研
究
を
先

生
は
現
在
に
至
る
ま
で
続
け
て
い
る
。

史
料
に
真
摯
に
向
き
合
い
、 

時
代
の
状
況
を
再
現
し
て
い
く

　

こ
の
研
究
は
先
述
の
通
り
先
行
研
究
が

少
な
い
た
め
、
史
料
選
び
に
は
手
間
を
か

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
漢
武
帝
期
（
前

2
世
紀
末
ご
ろ
）
ま
で
の
歴
史
書
と
し
て
は

有
名
な
『
史
記
』
が
あ
る
が
、『
史
記
』
を

引
き
継
ぐ
『
漢
書
』『
後
漢
書
』
は
同
時
代

的
な
記
録
で
は
な
い
た
め
、
記
述
内
容
が

実
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

断
片
的
な
出
土
史
料
も
存
在
す
る
が
、
す

べ
て
の
時
期
を
カ
バ
ー
で
き
る
ほ
ど
ま
ん

べ
ん
な
く
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
先
生
は
『
史
記
』
と
と
も
に
、

各
時
期
の
学
者
が
残
し
た
史
料
を
積
極
的

に
研
究
に
活
用
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
も
、

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
た
だ
読
ん
だ
の
で

は
な
い
。
史
料
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
々

の
心
情
を
推
測
し
、
彼
ら
が
生
き
て
い
る

時
代
の
状
況
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
そ
れ
を

自
分
な
り
に
再
現
す
る
。
ま
さ
に
、
時
代

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
よ
う
な

姿
勢
で
研
究
を
進
め
た
の
だ
。
や
が
て
、

面
白
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。「〝
人
間

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
偉
い
わ
け
で
は

な
い
。
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
格
好
を
し
て

い
な
い
と
、
地
位
あ
る
者
だ
と
見
分
け
が

つ
か
な
い
。
支
配
階
層
は
そ
れ
な
り
の
格

好
を
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
〞
と
学

者
た
ち
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
秩
序
を
安

定
さ
せ
る
た
め
に
衣
服
制
度
を
確
立
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
で
す
」

　

漢
の
建
国
当
時
は
、
劉
邦
（
初
代
皇
帝
・

高
祖
）と
そ
の
一
派
が
人
望
に
よ
っ
て
人
々

を
支
配
し
て
い
た
。
し
か
し
、
支
配
階
層

が
代
替
わ
り
し
て
い
け
ば
、
そ
れ
だ
け
で

は
人
々
は
従
わ
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
の

た
め
彼
ら
は
、
体
制
維
持
の
た
め
に
衣
服

制
度
な
ど
の
規
範
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
儒
教
の
影
響
力
が
強
ま
る
と
と
も

に
、〝
身
分
が
上
の
人
を
敬
う
〞と
い
う
考

え
方
が
1
0
0
年
ほ
ど
の
時
間
を
か
け

て
浸
透
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
実

情
に
近
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
察

に
先
生
は
至
っ
た
。

阿
Yukinobu Abe

部 幸信 教

授

文学部/東洋史学専攻

規
範
へ
の
疑
問
か
ら
、中
国
前
近
代
の 

支
配
・
被
支
配
関
係
に
着
目

　

阿
部
先
生
は
、
東
洋
史
の
中
で
も
中
国

前
近
代
（
主
に
戦
国
〜
魏
晋
南
北
朝
）
を
専

門
に
し
て
い
る
。
こ
の
選
択
に
は
、
先
生

な
ら
で
は
の
理
由
が
あ
っ
た
。
先
生
は
中

学
や
高
校
時
代
、
周
囲
が
当
た
り
前
の
よ

う
に
受
け
入
れ
て
い
る
「
学
年
が
上
な
ら

ば
無
条
件
で
敬
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
規
範
が
納
得
で
き
な
い
生
徒
だ
っ

た
そ
う
だ
。
こ
う
し
た
規
範
は
、
さ
か
の

ぼ
れ
ば
孔
子
を
祖
と
す
る
儒
教
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
儒
教
は
漢
の
時
代

（
紀
元
前
2
〜
後
3
世
紀
）
に
中
国
社
会
に
浸

透
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。「
儒
教
に
限

ら
ず
、
中
国
前
近
代
の
文
化
は
多
様
な
面

で
日
本
の
社
会
や
価
値
観
に
強
く
作
用
し

ま
し
た
。
そ
の
影
響
は
現
代
に
ま
で
及
ん

で
い
る
。
今
の
日
本
の
い
ろ
い
ろ
な
事
象

を
見
通
せ
る
と
考
え
、
こ
の
時
代
を
専
門

に
定
め
た
の
で
す
」

　

先
生
が
特
に
関
心
を
抱
い
た
の
は
、
こ

の
時
代
に
お
い
て
人
間
同
士
が
支
配
す

る
・
さ
れ
る
関
係
が
ど
の
よ
う
な
状
況
だ

っ
た
の
か
。「
皇
帝
支
配
を
長
期
に
わ
た

っ
て
安
定
さ
せ
る
の
に
成
功
し
た
の
は
、

後
に
高
祖
と
な
る
劉
邦
と
そ
の
一
派
が
建

国
し
た
漢
王
朝
で
す
。
こ
こ
で
確
立
さ
れ

た
皇
帝
制
度
は
最
終
的
に
専
制
支
配
（
君

主
の
意
志
に
基
づ
く
統
治
）
に
行
き
着
き
ま

す
が
、
最
初
か
ら
誰
も
が
〝
皇
帝
は
無
条

件
に
偉
い
〞
と
思
っ
て
い
た
は
ず
は
な
い

し
、
社
会
の
末
端
に
ま
で
そ
の
支
配
力
が

浸
透
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
萌

芽
期
の
皇
帝
制
度
の
様
相
は
ど
ん
な
も
の

通説にとらわれず、
史料との対話を通じて
前近代中国の実態を追究

阿部 幸信〈あべ　ゆきのぶ〉
1972年、東京都生まれ。東京都立調布北高校卒業。
東京大学文学部歴史文化学科卒業。東京大学大学院
人文社会系研究科アジア文化研究専攻博士課程修了。
福岡教育大学教育学部助教授、日本女子大学文学部
准教授等を経て2009年より現職。

先生の共著。左は、近年中国で数多く発見
されている出土史料を幅広く紹介するもの。



中
国
の
特
性
を
意
識
し
な
が
ら 

前
近
代
の
様
子
を
読
み
解
く

「
わ
ざ
わ
ざ
規
範
を
確
立
す
る
必
要
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
と
い
う
国
を

考
え
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
私

た
ち
は
中
国
に
つ
い
て
〝
儒
教
の
影
響
が

社
会
や
文
化
の
隅
々
に
ま
で
及
ん
で
い

る
〞
と
考
え
が
ち
で
す
し
、
前
近
代
に
関

し
て
は
〝
身
分
が
高
い
相
手
に
対
し
て
は

絶
対
服
従
の
風
潮
が
あ
っ
た
〞
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
。
け
れ
ど
中
国
の
人
々
の

多
く
は
支
配
に
対
し
て
決
し
て
従
順
で
は

あ
り
ま
せ
ん
し
、
画
一
的
に
支
配
さ
れ
て

い
た
と
い
う
割
に
は
各
地
の
地
域
性
が
根

強
く
存
在
し
ま
す
。
中
国
で
は
2
0
0
0

年
以
上
に
わ
た
っ
て
一
貫
し
て
皇
帝
制
度

に
よ
る
専
制
政
治
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い

う
言
説
が
こ
れ
ま
で
主
流
で
し
た
が
、
史

料
か
ら
当
時
の
中
国
社
会
や
人
々
の
姿
を

探
っ
て
い
く
と
、
と
て
も
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
皆
が
専
制
支
配
を
心
底
受
け
入
れ
て

い
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
」

　

歴
史
に
向
き
合
う
際
、
結
果
か
ら
価
値

判
断
を
下
す
こ
と
は
注
意
し
て
慎
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
先
生
は
言
う
。「
皇
帝

制
度
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
専
制
政

治
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
後
世
の
私
た
ち

は
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
支
配
者
が
〝
皇

帝
〞
と
い
う
称
号
を
用
い
た
ら
直
ち
に
専

制
支
配
が
完
成
し
た
と
思
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
物
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
確
か
に
前
近
代
に
お
い
て
衣

服
制
度
な
ど
を
通
じ
て
規
範
が
維
持
さ
れ
、

人
々
は
そ
れ
に
従
い
ま
し
た
が
、
一
方
で

中
国
社
会
に
は
、
ど
ん
な
秩
序
も
い
つ
引

っ
く
り
返
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
、
と
い

う
意
識
が
脈
々
と
息
づ
い
て
き
た
。
ま
た
、

地
域
ご
と
に
多
様
な
社
会
が
形
成
さ
れ
て

い
て
、
支
配
者
が
一
律
統
治
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
中
国
と
は
そ
う
い
っ
た
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
は
ら
む
国
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
考
え
な
い
と
、
実
情
に
合
わ
な
い
理
解

を
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
」

　

そ
う
考
え
る
と
、
日
本
に
根
付
い
て
い

る
儒
教
的
価
値
観
に
も
新
た
な
見
方
が
生

ま
れ
る
、
と
先
生
は
語
る
。「
中
国
と
は

異
な
り
、
日
本
社
会
に
は
身
分
階
層
の
流

動
性
が
な
い
。
そ
れ
な
の
に
儒
教
的
な
価

値
観
が
温
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
状
況
で
窮
屈
さ
を
感
じ
る
原
因
と

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
解
釈
し
て
い

ま
す
」

歴
史
と
ど
う
向
き
合
う
か
は 

ど
ん
な
生
き
方
を
選
ぶ
か
に
通
じ
る

　

歴
史
学
は
史
料
を
読
み
解
い
て
事
実
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
学
問
で
は
な
い
、

と
い
う
の
が
先
生
の
考
え
だ
。「
確
か
に

物
事
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
と
て
も
大

切
で
す
が
、
そ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
は
意
味

が
な
い
。
儒
教
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
過
去
の
人
々
の
考
え
や
行
動
は
、
現

代
を
生
き
る
私
た
ち
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
ま
す
。
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
を

通
し
て
歴
史
を
ど
う
解
釈
し
、
向
き
合
っ

て
い
く
か
。
自
分
な
り
に
考
え
、
そ
の
答

え
を〝
今
〞を
生
き〝
こ
れ
か
ら
〞を
つ
く

る
糧
と
す
る
こ
と
が
、
歴
史
学
を
学
ぶ
上

で
一
番
重
要
な
点
だ
と
思
い
ま
す
」

　

歴
史
を
ど
う
解
釈
す
る
か
。そ
れ
は「
自

分
は
ど
う
生
き
る
か
」
の
選
択
に
つ
な
が

る
、
と
先
生
は
語
る
。「
現
在
、
文
化
や

社
会
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
む

一
方
で
、
各
国
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高

ま
っ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
け
れ

ど
、
歴
史
的
に
〝
国
家
〞
と
い
う
概
念
が

確
立
し
た
の
は
近
代
の
こ
と
。
そ
れ
以
前

の
時
代
、
人
々
は
〝
自
分
は
ど
こ
の
国
の

国
民
で
あ
る
〞
と
い
う
意
識
な
ど
も
た
ず

に
暮
ら
し
、
交
流
し
て
い
ま
し
た
。
自
国

の
歴
史
、
ま
た
自
国
と
他
国
と
の
関
わ
り

の
来
歴
を
考
え
る
時
は
、
そ
う
し
た
経
緯

を
踏
ま
え
て
視
野
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
姿

勢
が
大
切
で
す
」
先
生
は
学
生
の
指
導
に

当
た
る
際
、
自
身
の
歴
史
の
観
方
を
真
摯

に
示
す
こ
と
を
心
掛
け
て
い
る
そ
う
だ
。

時
に
は
学
生
た
ち
が
視
野
を
広
げ
ら
れ
る

よ
う
、
通
説
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
と

は
異
な
る
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
も
あ
る

と
い
う
。
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
、
偏
り
の

な
い
観
方
で
歴
史
の
考
察
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
先
生
の
思
い

だ
。「
ま
た
、
人
の
言
う
こ
と
ば
か
り
に

頼
ら
ず
、
根
拠
を
明
確
に
し
な
が
ら
自
分

な
り
の
意
見
を
主
張
す
る
姿
勢
を
身
に
付

け
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
、
ハ
ー
ド
ル

の
高
い
課
題
に
も
逃
げ
ず
に
立
ち
向
か
っ

て
、
強
靭
な
知
性
と
感
性
を
育
ん
で
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
ま
す
」

2
0
1
4
年
9
月
取
材
当
時　

現在の研究テーマを教えてください
中国前近代（主に戦国～魏晋南北朝）の君臣関
係・政治思想が中心です。人間同士がどのよ
うに結びつき、支配―被支配の関係を生み出
していったのかに興味があります。人々を取
り巻く自然環境・社会環境にも関心があり、
例えば三国時代の農業生産と気候変動の関係
や、「右側」「左側」をめぐる価値観の変遷など
についても考察しています。

ご趣味は？
多趣味ですが、授業でよく話題にするのは以
下です。（1）園芸。ただし、食べられるもの（果
樹・野菜）に限る。（2）マンガ、アニメ、ゲー
ム全般。東洋史学専攻のサブカル担当を自称。
（3）食べ歩き。とりわけ、辛いものと甘いもの。

どんな高校生でしたか？
部活（コーラス部）のために登校していたよう
なものです。我ながら、不真面目な生徒だっ
たと思います。

高校生の頃の夢は？
作曲家。合唱曲や吹奏楽曲を書いていました。

お薦めの本を3冊あげてください
1．『環境から解く古代中国』

原宗子（大修館書店）

政治史・社会経済史一辺倒の教科書的な観方
が、これでもかというくらいに壊れていくの
を実感できます。
2．『夢十夜』

夏目漱石（新潮文庫）

名文に酔い、情緒にしびれたあと、そこで鋭
く問われている「近代」というものを考えてみ
てください。歴史学の本質にも漱石は触れて
います。
3．『ふたつのスピカ』

柳沼行（メディアファクトリー）

皆さんには、主人公・アスミのように、一個
の自立した人間として生きるための強靱な知
性と心を身に付けてほしいと願っています。

先生にとっての〝特別な一冊〟は？
『吉里吉里人』井上ひさし（新潮文庫）
中学１年生の時に読んで、現代社会のありよ
うについて深く考えさせられると同時に、常
識を疑うことの重要さを教えられました。

高校生へメッセージ
自由な発想を大事にしてください。先入観や
偏見をふりほどいて、まずは何事も試してみま
しょう。

中国の友人にも勧めたという
一冊。ハッピーエンドではな
い、含蓄に富んだ結末がたま
らない、とのこと。

先生の幅広い視野を表す
ような、バリエーション
に富んだラインナップ。

「歴史とは現代社会の内側にあるもの」
と言う先生。どんな視点からでもアプ
ローチできると考え、授業ではライトノ
ベルやゲームを教材に活用することも。


