
は
通
用
し
な
い
記
号
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
た
の
で
す
。　

こ
の
経
験
か
ら
、
作
品
に
登
場
す
る
文
化

的
な
要
素
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
」
そ
し
て
先
生
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ

の
文
学
よ
り
も
文
化
の
方
へ
よ
り
近
づ
い

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
文
化
を
多
角
的
に
理
解
し 

知
米
の
姿
勢
を
育
む

　

し
か
し
、
文
化
的
な
要
素
に
着
目
し
て

掘
り
下
げ
て
い
く
と
、
作
品
に
対
し
て
た

だ
「
面
白
い
」「
楽
し
い
」
と
い
っ
た
感
想

を
持
つ
だ
け
で
は
済
ま
な
く
な
る
、
と
先

生
。
有
名
な『
ウ
ェ
ス
ト
サ
イ
ド
物
語
』を

挙
げ
て
説
明
し
て
く
れ
た
。「
こ
れ
は
、
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
』
に
着
想
を
得
た
も
の
で
、
1
9
5
0

年
代
の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
を
舞
台
に
し
た
ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル
で
す
。
東
欧
系
移
民
と
プ
エ

ル
ト
リ
コ
系
移
民
の
グ
ル
ー
プ
の
抗
争
を

描
い
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
「
ア

メ
リ
カ
」
と
い
う
曲
が
登
場
し
ま
す
。
自

由
な
ど
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
を

女
性
グ
ル
ー
プ
が
、
人
種
差
別
な
ど
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
面
を
男
性
グ
ル
ー
プ
が
歌
い
上

げ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
光
と
影
を
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
移
民
が
提
示
す
る
と

い
う
構
造
で
す
」
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る

負
の
面
は
、
作
品
発
表
か
ら
約
60
年
た
っ

た
現
代
で
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
放
置

さ
れ
温
存
さ
れ
て
き
た
、
と
先
生
は
言
う
。

「
こ
の
作
品
は
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
味

わ
え
、
今
見
て
も
興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。

理
想
と
現
実
の
対
立
を
描
い
た
60
年
前
の

作
品
が
い
ま
だ
に
色
褪
せ
な
い
、
そ
の
点

に
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
複
雑
さ
と
面
白

さ
を
感
じ
ま
す
」

　

一
方
で
、「
自
由
と
平
等
の
国
」と
い
う

ア
メ
リ
カ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
は
今
で
も

強
い
引
力
を
持
っ
て
い
る
、
と
先
生
は
続

け
る
。「
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
の
プ
ラ
イ

ド
と
も
な
っ
て
お
り
、
私
た
ち
他
文
化
の

人
間
が
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
で

も
あ
り
ま
す
」
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
ア
メ

リ
カ
文
化
に
対
す
る
感
情
は
複
雑
に
入
り

乱
れ
て
く
る
、
と
先
生
は
語
る
。「
私
は

ア
メ
リ
カ
文
化
に
関
す
る
授
業
で
、
映
画

や
音
楽
な
ど
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ

ー
を
題
材
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
ア
メ
リ

カ
文
化
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

現
代
日
本
に
お
い
て
、
良
く
も
悪
く
も
ア

メ
リ
カ
文
化
の
影
響
を
受
け
ず
に
暮
ら
し

て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら

好
き
嫌
い
は
別
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
文
化

へ
の
理
解
を
持
っ
て
い
た
方
が
い
い
。
親

米
・
反
米
で
は
な
く
、〝
知
米
〞の
姿
勢
を

持
つ
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

被
支
配
者
の
視
点
か
ら 

ア
メ
リ
カ
と
い
う
存
在
を
見
つ
め
る

　

も
う
一
つ
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
の

作
品
の
世
界
観
を
構
成
す
る 

文
化
的
な
要
素
に
着
目

　

中
尾
先
生
が
ア
メ
リ
カ
に
興
味
を
持
っ

た
き
っ
か
け
は
、
映
画
や
音
楽
な
ど
の
ポ

ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
そ
し
て
建
国
の
精
神

に
関
心
を
抱
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
大
学
・

大
学
院
で
は
ア
メ
リ
カ
文
学
を
専
攻
し
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
文
学
と
の
関
わ
り
や
、

移
民
の
文
学
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た
。

　

そ
ん
な
先
生
が
転
機
を
迎
え
た
の
は
、

教
員
に
な
り
、
講
義
で
あ
る
作
品
を
取
り

上
げ
よ
う
と
し
た
時
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』。
ア
メ
リ
カ

の
作
家
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド

が
1
9
2
5
年
に
発
表
し
た
小
説
で
あ

る
。「
こ
の
作
品
は
1
9
2
2
年
を
舞
台

に
し
て
い
ま
す
が
、
同
時
代
の
空
気
を
表

現
す
る
た
め
に
い
く
つ
も
の
曲
が
作
中
に

登
場
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
曲
を
実
際
に
聴

か
せ
よ
う
と
思
い
、
登
場
す
る
曲
を
一
つ

ひ
と
つ
調
べ
て
い
っ
た
の
で
す
」

　

あ
る
章
に
、
曲
名
の
後
に
歌
詞
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
。
先
生
は
当

然
そ
の
歌
詞
を
登
場
し
た
曲
名
の
も
の
だ

と
受
け
止
め
て
い
た
し
、
翻
訳
本
を
見
て

も
そ
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
曲
名
を
も
と
に
歌
詞
を
調
べ
て
み
る

と
、
作
品
に
出
て
く
る
も
の
と
は
異
な
っ

て
い
た
。「
作
品
と
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ

を
生
き
る
読
者
で
あ
れ
ば
、
登
場
す
る
曲

名
と
歌
詞
が
同
じ
曲
の
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
わ
か
る
の
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
作
品
の
世
界
観
を
構
成

し
て
い
る
文
化
的
な
要
素
は
、
作
品
が
発

表
さ
れ
た
も
の
と
は
違
う
時
代
や
地
域
で

さまざまな視点から
アメリカ文化の
光と影を読み解く

中
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が
、
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
を
中
心
と
し
た
環

太
平
洋
文
学
文
化
の
研
究
。
特
に
、
ポ
ー

ト
レ
ー
ト
（
人
物
写
真
）
を
題
材
と
し
た
研

究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。「
い
つ
、
誰
が

撮
影
し
た
の
か
、
な
ぜ
こ
の
被
写
体
に
カ

メ
ラ
が
向
け
ら
れ
た
の
か
。
1
枚
の
写
真

は
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
有
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
を
調
べ
て
解
き
ほ
ぐ
し
、

そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
文
化
的
な
ス
ト

ー
リ
ー
を
解
明
し
て
い
ま
す
」

　

先
生
は
研
究
室
の
本
棚
に
置
か
れ
て
い

る
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
姿
で
旗
を
広
げ
持
つ

女
性
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
手
に
取
っ
た
。

「
彼
女
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
ア
ボ

リ
ジ
ニ
の
血
を
引
き
、
シ
ド
ニ
ー
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
（
2
0
0
0
年
）
の
陸
上
4
0
0
m

走
で
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
キ
ャ
シ
ー
・

フ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
ア
ス
リ
ー
ト
で
す
。

こ
の
写
真
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
・
ゲ
イ

ム
ズ（
英
連
邦
競
技
大
会
）で
優
勝
し
た
キ
ャ

シ
ー
が
、
ビ
ク
ト
リ
ー
・
ラ
ン
で
ア
ボ
リ

ジ
ニ
の
旗
を
掲
げ
た
様
子
を
と
ら
え
た
も

の
で
す
」
彼
女
の
表
情
は
少
し
曇
っ
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
以
前
の
大
会
で
も

同
様
の
行
動
を
取
り
、
白
人
系
で
あ
る
選

手
団
長
に
激
し
く
叱
責
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
、と
先
生
は
解
説
し
て
く
れ
た
。「
そ

も
そ
も
〝
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
〞
と
は
、
イ
ギ

リ
ス
と
か
つ
て
そ
の
植
民
地
で
あ
っ
た
地

域
か
ら
な
る
国
家
連
合
の
こ
と
。
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
・
ゲ
イ
ム
ズ
は
、
イ
ギ
リ
ス
は

も
ち
ろ
ん
カ
ナ
ダ
や
イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
な
ど
が
参
加
す
る
ス
ポ
ー
ツ
の
祭

典
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
女
王
・
エ
リ
ザ
ベ

ス
2
世
が
開
会
の
宣
言
を
行
う
こ
と
か
ら

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
政
治
的
な
要
素

が
つ
き
ま
と
う
も
の
で
も
あ
り
ま
す
」

　

ビ
ク
ト
リ
ー
・
ラ
ン
で
は
通
常
、
そ
の

選
手
が
属
す
る
国
の
旗
を
掲
げ
る
が
、
ア

ボ
リ
ジ
ニ
の
旗
を
手
に
し
た
キ
ャ
シ
ー
に

は
先
住
民
の
誇
り
を
表
明
し
よ
う
と
い
う

意
思
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
彼

女
は
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
旗
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
旗
を
重
ね
、
時
折
裏
表
を
返
し
て
双

方
の
旗
を
見
せ
る
行
動
も
取
っ
て
い
る
。

彼
女
や
ア
ボ
リ
ジ
ニ
を
取
り
巻
く
状
況
や

思
い
が
こ
の
1
枚
か
ら
読
み
取
れ
る
、
と

先
生
は
語
る
。「
オ
セ
ア
ニ
ア
に
あ
る
国

の
多
く
が
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
支

配
を
受
け
た
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
英
米
の

影
の
部
分
が
見
え
て
く
る
。
研
究
者
と
し

て
、
こ
う
し
た
角
度
か
ら
ア
メ
リ
カ
文
化

を
見
つ
め
る
姿
勢
を
大
切
に
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
」

自
ら
考
え
、動
く
。 

「
行
動
す
る
知
性
」の
獲
得
を

　

先
生
の
ゼ
ミ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
は

も
ち
ろ
ん
、
映
画
や
音
楽
、
食
な
ど
、
文

化
面
に
関
心
を
持
つ
学
生
が
集
ま
る
。
先

生
が
重
視
し
て
い
る
の
は
「
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
」。
研
究
を
通
じ
て
、
自
分
な
ら
で

は
の
視
点
や
見
解
を
育
み
盛
り
込
む
よ
う

指
導
し
て
い
る
そ
う
だ
。「
そ
の
た
め
に

は
、
本
当
に
面
白
い
、
深
く
追
究
し
た
い

と
心
底
思
え
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
見
つ
け

る
こ
と
が
重
要
」
と
語
る
先
生
は
、
研
究

発
表
の
際
に
、
ど
ん
な
点
を
自
分
の
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
を

学
生
に
問
い
、
自
身
の
姿
勢
や
考
え
を
突

き
詰
め
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。

　

教
育
者
と
し
て
学
生
に
ど
ん
な
こ
と
を

期
待
す
る
か
訊
く
と
、「
自
ら
考
え
、
行

動
す
る
力
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

「
大
学
進
学
率
が
向
上
し
て
い
る
と
は
い

え
、
皆
が
皆
、
高
等
教
育
を
受
け
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、

大
学
で
学
ぶ
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

1
8
8
5
年
に
創
設
さ
れ
た
中
央
大

学
は
、「
實
地
應
用
ノ
素
ヲ
養
フ
」、
具
体

的
で
実
証
性
の
あ
る
学
問
を
重
視
す
る
こ

と
を
建
学
の
精
神
に
据
え
、
多
く
の
人
材

を
世
に
送
り
出
し
て
き
た
。
建
学
の
精
神

は
そ
の
後
、
創
立
1
2
5
周
年
を
迎
え

る
際
に
時
代
に
即
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
「
行
動
す
る
知
性
。

－K
now

ledge into Action

－

」
と
い

う
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
受
け

継
が
れ
た
。
こ
の
精
神
の
も
と
で
学
ぶ
本

学
の
学
生
に
は
、
た
だ
知
識
を
習
得
す
る

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
も
と
に
自
分
の
考

え
を
確
立
し
て
具
体
的
な
行
動
に
つ
な
げ

る
、
そ
の
意
識
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。

入
学
セ
ン
タ
ー
所
長
で
も
あ
る
先
生
は
、

学
生
へ
の
思
い
を
そ
う
語
っ
た
。

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
環太平洋文学文化

ご趣味は？
サッカー。観戦だけではなく、プレーヤーと
して3つの社会人チームに所属しています。

どんな高校生でしたか？
サッカーに一生懸命でした。しかし、当時は今
のようなプロ制ではなかったし、自分にそれほ
ど才能があるとも考えていなかったので、将来
は何らかの仕事をするのだろう、それなら社会
と接点のある職種を選ぼうと思っていました。

高校生の頃の夢は？
取材や考えること、書くことに興味があり、
ジャーナリズムに進みたいと思っていました。

お薦めの本を3冊あげてください
1.『学ぶこと　思うこと』

加藤周一（岩波ブックレット）

東京大学で開催された新入生対象の講演会を
再構成したもの。知の先達による、学びへの
ストレートな導入教育が展開されています。
2.『新編　平和のリアリズム』

藤原帰一（岩波現代文庫）

国際政治学者が、湾岸戦争や9.11など時事問
題について発表した文章をまとめた一冊。真
の「平和」について考えさせられます。
3.『紅一点論　アニメ・特撮・伝記のヒロイン像』

斎藤美奈子（ちくま文庫）

「世界は『たくさんの男性と少しの女性』でで
きている」という現実観察のもと、子ども向け
フィクションの世界観が、大人の現実と地続
きであることが浮き彫りにされます。

先生にとっての“特別な一冊”は？
『学ぶこと　思うこと』加藤周一（岩波ブックレット）
「学んでも自分で考えなければ本当の知識に
ならないし、自ら考えても学ばなければその
人の行動は危うい」という論語の教えを踏ま
え、大学に入学する学生へ、学びへの指針を

提示するものです。深みのある内容をわかり
やすく説いており、教員の私にとっても参考
になります。

高校生へメッセージ
目先の受験テクニックにとらわれず、着実に
基礎学力をつけてほしいと思います。大学で
伸びるかどうかは、この点にかかっています。
そして柔軟な感受性と旺盛な好奇心を枯らさ
ずに進学していただきたいと願っています。

加藤周一は先生が学生
時代から親しみ、影響
を受けている評論家。
全集も揃えている。

「思考力を鍛える」という
視点から選ばれた3冊。

研究室には、先生の研究モチーフでもあるポ
ートレートが数多く飾られている。


