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懸
命
に
生
き
挫
折
し
た

「
敗
者
」
へ
の
共
感

際
立
っ
て
濃
い

「
光
と
影
」
を
持
つ
ド
イ
ツ

「
光
と
影
、
双
方
が
と
て
も
濃
い
こ
と

が
ド
イ
ツ
文
化
の
魅
力
で
す
」
と
高
橋
先

生
は
語
る
。

背
景
に
は
、「
遅
れ
て
き
た
国
家
」
と

い
う
ド
イ
ツ
の
宿
命
が
あ
る
。
三
十
年
戦

争
（
1
6
1
8

－

1
6
4
8
）
に
よ
っ
て

国
土
が
荒
廃
し
た
結
果
、
ド
イ
ツ
で
は
近

代
化
が
遅
れ
て
し
ま
う
。
先
進
国
で
あ
る

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
に
対
抗
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
国
と
し
て
一
体
的

な
政
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

ド
イ
ツ
は
ル
タ
ー
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳『
聖

書
』
を
基
と
し
て
形
成
さ
れ
た
標
準
ド
イ

ツ
語
に
、「
言
語
共
同
体
と
し
て
の
ド
イ
ツ
」

と
い
う
機
能
を
担
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、「
標

準
ド
イ
ツ
語
＝
ド
イ
ツ
国
家
」
と
い
う
図

式
を
つ
く
り
上
げ
た
の
だ
。
こ
の
標
準
ド

イ
ツ
語
で
文
学
や
演
劇
な
ど
の
芸
術
作
品

が
つ
く
ら
れ
た
結
果
、
そ
れ
自
体
が
国
家

的
な
性
質
を
帯
び
て
い
く
。

「
一
方
で
、
国
民
が
自
ら
の
手
で
ド
イ
ツ

を
つ
く
る
、
と
い
う
機
運
も
生
ま
れ
ま
し

た
。
ま
ず
、〝
理
性
の
も
と
に
人
間
は
平

等
で
あ
る
〞
と
身
分
制
社
会
を
否
定
し
平

等
社
会
の
原
理
を
打
ち
出
し
た
啓
蒙
主
義

が
広
が
り
ま
す
。
そ
の
後
、
文
学
で
は
感

情
の
解
放
を
う
た
う
『
疾
風
怒
濤
』
運
動

遷
」で
あ
る
。
ド
イ
ツ
文
化
に
お
い
て
、「
市

民
」
と
「
民
衆
」
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
市
民
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
〝
ブ
ル

ジ
ョ
ア
〞。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
貴
族

階
級
に
代
わ
り
市
民
階
級
が
台
頭
し
ま
し

た
。
彼
ら
は
、
身
分
で
は
な
く
自
ら
の
才

覚
に
よ
っ
て
自
己
を
確
立
し
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
民
衆
は
ド
イ
ツ
語
の
〝
フ
ォ
ル
ク
〞。

農
民
や
漁
民
、
手
工
業
の
人
た
ち
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
層
と
考
え
る
と

分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
」
ド
イ
ツ
に

は
、知
識
も
教
養
も
あ
る
「
市
民
」
が
「
民

衆
」
を
束
ね
、
国
家
を
形
成
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
あ
っ
た
と
先
生
は
語
る
。

「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
の
多
く
は

市
民
階
級
に
属
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ド
イ

ツ
も
同
様
で
し
た
。
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
た

ち
は
、〝
市
民
文
化
と
民
衆
文
化
の
融
合
〞

や
〝
民
衆
の
た
め
の
芸
術
の
創
造
〞
と
い

う
課
題
に
向
き
合
い
、
市
民
文
化
と
民
衆

文
化
の
双
方
に
根
ざ
し
た
作
品
世
界
を

模
索
し
て
い
き
ま
す
。
一
方
、
国
家
と
し

て
の
ド
イ
ツ
は
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
へ

の
対
抗
策
と
し
て
、
民
衆
の
文
化
で
あ
る

民
謡
や
民
話
を
〝
ド
イ
ツ
国
民
固
有
の
文

化
〞
に
位
置
付
け
ま
す
。
そ
れ
が
国
民
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
教
育
に
悪
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
、
国
家

と
民
衆
の
間
に
立
つ
芸
術
家
が
自
ら
の
存

在
意
義
や
表
現
に
迷
い
、
苦
悩
す
る
こ
と

が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
」

ど
ゴ
ー
ル
に
到
達
で
き
ず
、
生
涯
を
終
え

る
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
存
在
で
す
。
第
二
部
で

は
民
衆
の
た
め
に
と
海
を
埋
め
立
て
る
事

業
を
始
め
ま
す
が
、
干
拓
予
定
地
に
住
む

老
夫
婦
の
立
ち
退
き
を
図
っ
て
失
敗
し
、

殺
し
て
し
ま
う
。
良
か
れ
と
思
っ
た
行
動

が
犠
牲
者
を
生
み
出
す
、
こ
の
ゲ
ー
テ
の

着
眼
点
は
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
最

後
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
盲
目
に
な
り
、
悪
魔

が
手
下
に
彼
の
墓
穴
を
掘
ら
せ
て
い
る
音

を
、
人
々
が
新
天
地
創
造
に
向
け
て
働
い

て
い
る
も
の
だ
と
誤
解
し
な
が
ら
死
ん
で

い
き
ま
す
」
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
魂
は
悪
魔
に

奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
つ
て
の
恋
人
グ

レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
の
祈
り
に
よ
っ
て
救
済
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
結
末
が

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、先
生
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
挫
折
し
た
「
敗

者
」
と
と
ら
え
て
い
る
。「
悪
魔
に
魂
を

売
り
渡
す
契
約
ま
で
し
て
理
想
を
追
い
求

め
た
け
れ
ど
、
結
局
実
現
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
フ
ァ
ウ
ス
ト
は

真
に
懸
命
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
追
い
詰
め
ら

れ
た
、
そ
こ
に
読
み
手
は
深
い
共
感
を
か

複
雑
な
背
景
を
持
つ
ド
イ
ツ
の
芸
術
作

品
に
は
、
登
場
人
物
と
作
者
、
国
家
の
運

命
が
重
な
る
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
作
品
は
決
し
て
多
く

は
な
く
、
む
し
ろ
重
い
気
持
ち
が
残
っ
た

り
す
る
。
し
か
し
、
作
品
世
界
に
奥
行

き
が
あ
り
、
随
所
に
ド
イ
ツ
な
ら
で
は
の

輝
か
し
い
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
ド
イ
ツ
の
芸
術
作
品
に
は
、
そ
ん
な

魅
力
が
あ
り
ま
す
」

挫
折
者
の
軌
跡
を
壮
大
に
描
く

文
学
作
品
―
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
文
学
作
品
と
し
て

先
生
が
挙
げ
た
の
が
、
19
世
紀
に
発
表
さ

れ
た
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』。
悪
魔
と

契
約
し
た
主
人
公
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
街
娘
グ

レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
の
悲
恋
を
綴
っ
た
第
一
部
、

皇
帝
に
仕
え
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
海
を
埋
め

立
て
て
理
想
の
国
づ
く
り
を
行
い
、
そ
の

過
程
で
死
ぬ
第
二
部
で
構
成
さ
れ
た
も
の

で
、
ゲ
ー
テ
が
60
年
を
か
け
て
完
成
さ
せ

た
超
大
作
だ
。

「
市
民
階
級
に
属
し
て
い
た
ゲ
ー
テ
は
、

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
グ
リ
ム
童
話
や
民
謡
を

用
い
た
ほ
か
、
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
を
民
衆

の
一
人
と
し
て
設
定
し
、
作
品
に
民
衆
文

化
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
構

造
も
興
味
深
い
で
す
が
、
私
が
こ
の
作
品

に
惹
か
れ
る
理
由
は
、
自
分
の
欲
望
を
ひ

た
す
ら
追
求
し
、
懸
命
に
突
き
進
む
け
れ

が
巻
き
起
こ
っ
て
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
な
ど

が
登
場
し
、
成
熟
期
に
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

や
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ル
（
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
テ
ル
）』
な
ど
を
発
表
。
ド
イ
ツ
な
ら

で
は
の
文
化
が
輝
か
し
く
花
開
い
て
い
き

ま
す
。
し
か
し
、
行
き
過
ぎ
た
愛
国
主
義

に
よ
っ
て
第
一
次
・
第
二
次
世
界
大
戦
が

勃
発
。
ド
イ
ツ
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う

罪
を
犯
し
、
戦
後
、
東
西
に
分
断
さ
れ
ま

す
」
良
か
れ
と
思
っ
た
行
動
が
裏
目
に
出

る
ケ
ー
ス
が
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
中
に
は

相
当
数
見
ら
れ
る
、と
高
橋
先
生
は
言
う
。

「
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
自
ら
が
信

じ
る
も
の
に
向
か
っ
て
懸
命
に
力
を
尽
く

す
が
到
達
で
き
ず
、
挫
折
す
る
、
と
い
う

人
物
が
、
芸
術
作
品
の
中
に
も
現
実
的
に

も
数
多
く
登
場
し
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
文
化

を
研
究
す
る
中
で
、
私
は
そ
う
い
っ
た
人

物
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
す
」

知
識
と
教
養
あ
る
「
市
民
」
が
、

「
民
衆
」
を
率
い
る

高
橋
先
生
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
市
民
文

化
と
民
衆
文
化
の
相
互
関
係
の
歴
史
的
変
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き
立
て
ら
れ
る
し
、
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
に

よ
る
救
済
も
説
得
力
を
持
つ
の
だ
と
思
い

ま
す
」

作
者
と
国
家
と
の
関
係
が

重
な
る
演
劇
作
品
―

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
／
マ
シ
ー
ン
』

先
生
が
現
在
注
目
し
て
い
る
の
が
、
東

西
ド
イ
ツ
統
一
後
の
文
学
と
舞
台
芸
術

だ
。
特
に
「
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
演
劇
」
と
呼

ば
れ
る
、
民
衆
文
化
を
取
り
入
れ
な
が
ら

前
衛
的
で
も
あ
る
、
演
劇
や
戯
曲
に
注
目

し
て
い
る
。「
実
は
ド
イ
ツ
は〝
演
劇
大
国
〞。

演
劇
は
民
衆
文
化
の
中
で
も
重
要
な
ジ
ャ

ン
ル
で
し
た
し
、
市
民
階
級
の
集
い
の
場

と
も
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
市
民
階
級
が

民
衆
を
教
育
す
る
手
段
と
し
て
も
利
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
」
演
劇
を
始
め
と
す
る
舞

台
芸
術
を
、
市
民
文
化
と
民
衆
文
化
の
相

互
関
係
を
分
析
す
る
の
に
最
適
な
分
野
だ

と
、
先
生
は
と
ら
え
て
い
る
。

中
で
も
先
生
が
今
、
研
究
を
進
め
て
い

る
の
が
、
旧
東
ド
イ
ツ
出
身
の
演
出
家
ハ

イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
。
代
表
作
は

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
／
マ
シ
ー
ン
』。
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
素
材
に
、
ハ
ム

レ
ッ
ト
が
国
の
改
革
に
つ
い
て
悩
み
、
官

僚
主
義
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
変
身
し
て
し
ま
う
、

と
い
う
作
品
だ
。「
共
産
主
義
国
家
の
旧

東
ド
イ
ツ
は
〝
民
衆
の
た
め
の
国
家
〞
で

あ
る
こ
と
を
う
た
い
、
そ
の
下
で
知
識
人

や
芸
術
家
た
ち
は
民
衆
の
た
め
の
社
会
や

文
学
、
演
劇
の
創
造
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

し
か
し
、
彼
ら
は
国
家
に
よ
っ
て
弾
圧
さ

れ
る
。ハ
イ
ナ
ー・ミ
ュ
ラ
ー
も
そ
の
一
人
で
、

政
府
の
干
渉
に
よ
り
作
品
を
上
演
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
妻
の
詩
人
イ
ン
ゲ
は
自
殺

し
ま
す
。
彼
は
国
を
憂
い
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の

舞
台
と
な
る
デ
ン
マ
ー
ク
と
東
ド
イ
ツ
を

重
ね
て
作
品
を
つ
く
る
も
の
の
、
改
革
す

る
べ
き
国
が
消
滅
し
て
し
ま
う
。
非
常
に

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
背
景
を
持
つ
作
品
で
す
」

こ
こ
に
も
、「
よ
り
良
き
国
家
」
を
懸

命
に
追
い
求
め
る
が
ゆ
え
に
挫
折
す
る
者

の
姿
が
あ
る
。
国
と
い
う
存
在
が
相
手
だ

け
に
、
そ
の
苦
悩
は
私
た
ち
の
想
像
を
超

え
て
深
い
。「
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
を
始

め
ド
イ
ツ
の
優
れ
た
芸
術
家
た
ち
は
、
国

や
社
会
と
い
う
逃
れ
よ
う
の
な
い
存
在
と

の
軋
轢
の
中
で
作
品
を
生
み
出
し
て
い
っ

た
。
そ
の
極
限
状
態
が
、
作
品
を
人
生
の

核
心
や
真
実
へ
近
づ
か
せ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
う
し
た
作
品
に
は
確
か
な
力
が

あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
人
生
の
壁
に
突
き

当
た
っ
た
時
、
彼
ら
の
作
品
に
触
れ
る
こ

と
で
視
野
が
広
が
り
、
生
へ
の
意
欲
を
改

め
て
か
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」

ド
イ
ツ
の
文
化
と
歴
史
を
学
び
、

自
ら
の
視
野
を
広
げ
て
ほ
し
い

「
文
化
は
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
、
ド
イ
ツ
と
日
本

の
文
化
交
流
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い

る
か
を
学
生
に
伝
え
た
い
」
と
考
え
る
先

生
は
、
授
業
や
ゼ
ミ
な
ど
で
「
学
生
と
社

会
を
つ
な
ぐ
」
試
み
を
数
多
く
行
っ
て
い

る
。
そ
の
一
つ
が
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に

よ
る
『
ド
イ
ツ
映
画
祭
』
運
営
へ
の
学
生

の
参
加
だ
。
こ
れ
は
、
文
化
ビ
ジ
ネ
ス
へ

の
就
職
を
意
識
す
る
学
生
に
と
っ
て
も
良

い
体
験
の
場
と
な
っ
て
い
る
、
と
先
生
は

語
る
。

「
文
化
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
は
と
て
も
シ

ビ
ア
で
す
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
か
ら
劇
団
を

招
く
際
に
は
大
き
な
費
用
が
か
か
る
し
、

英
語
や
ド
イ
ツ
語
で
や
り
取
り
も
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
給
与
面
で
も
労
働
条
件

面
で
も
、
決
し
て
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
の
が
実
情
で
す
。
し
か
し
、〝
文

化
の
橋
渡
し
〞
と
い
う
仕
事
は
や
り
が
い

が
大
き
い
こ
と
も
確
か
。
就
職
活
動
前
か

ら
現
場
に
触
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
分
野
を

志
望
す
る
学
生
に
、
進
路
へ
の
覚
悟
を
固

め
て
も
ら
う
こ
と
も
狙
い
と
し
て
い
ま
す
」

文
学
に
舞
台
芸
術
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
。

文
化
の
香
り
高
い
国
ド
イ
ツ
は
、
他
方
で

ナ
チ
ス
や
東
ド
イ
ツ
な
ど
「
負
の
記
憶
」

も
抱
え
る
。
ド
イ
ツ
の
文
化
に
つ
い
て
学

ぶ
意
義
を
、
先
生
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「〝
市
民
〞
と
〝
民
衆
〞
の
関
わ
り
か
ら
も

う
か
が
え
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
文
化
は

さ
ま
ざ
ま
な
面
で
日
本
と
の
違
い
を
有
し

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
〝
異
文
化
〞
に
触

れ
る
こ
と
で
、
知
性
を
高
め
感
性
を
磨
き
、

自
ら
の
視
野
を
広
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
と
い
う
特
徴
あ
る
国

の
歴
史
的
な
背
景
を
探
る
こ
と
で
、
社
会

と
文
化
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
合
う
か
を

分
析
す
る
能
力
も
養
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
い
ま
す
」
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■ 専門分野
・ ドイツ文学、演劇、日独文化交流史

■ 趣味
演劇鑑賞と朗読 CDを聴く
こと、生まれ故郷の郷土史
探訪。
演劇では岡田利規という作
家・演出家の舞台が好きで
す。朗読 CDのお気に入り
は、村上春樹『ねじまき鳥ク
ロニクル』のドイツ語版と英
語版。郷土史探訪については、山形県上山市生まれの歌
人、斎藤茂吉の足跡を山形やドイツなどで訪ねています。

■ どんな高校生でしたか？
文武両道を旨とする学校で、生物部とスキー部に在籍し
ていました。夏は生物部の合宿で海に、冬はスキー部の
合宿で山に行き、仲間と語らう生活。国語や英語、世界史、
日本史といった文系科目が好きで、三島由紀夫、芥川龍
之介、ゲーテ、ヘッセなどの文学書を読むのも好きでした。

■ お勧めの本を3冊あげてください。
（1） 『本格小説』水村美苗（新潮社）

現代日本への批判、アメリカへの愛憎、純愛への憧
れなどが詰まった抜群に面白い長編小説です。

（2） 『ねじまき鳥クロニクル』村上春樹（新潮社）

欧米でのハルキ人気を決定付けた小説です。戦争体
験の克服、暗い欲望の克服、絶望からの愛の再生な
どのテーマをめぐる語りが美しい作品です。

（3） 『尼僧とキューピッドの弓』多和田葉子（講談社）
ドイツの尼僧が日本の弓から放たれたキューピッドの矢
に当たって恋に落ち、僧院から逃げ出したらどうなる
のか、という物語を、
日本とドイツの文化
と歴史の違いを踏ま
えて綴ったユーモラ
スな小説。文化衝突・
文化比較の点からも
面白い作品です。

■ 特別な1冊
・ 『ファウスト』ゲーテ
最高の恋と社会事業を実現しようとして罪を重ねたファ
ウストの物語は、読むたびに発見があります。近年はファ
ウストとグレートヒェンの悲恋をつづった第一部よりも、
ヨーロッパによる植民地主義への批判を含む第二部の
方を面白く感じます。

■ 高校生へのメッセージ
外国の人や文化と接していると、日本、特に地方文化の
大切さを痛感します。山歩き・街歩きを通じて日本の自然
と文化を体感し、歴史や文化に関する本にも触れて、自
分が生まれた所・住んでいる所の歴史と文化に親しんでも
らいたいと思います。

クロ
ーズ
アッ
プ

■ 高橋 慎也（たかはし しんや）プロフィール
1954 年、山形県生まれ。1973 年、山形県立山形東高等学校卒業。
1978 年、東京外国語大学外国語学部ドイツ科卒業。1980 年、東
京大学文学部ドイツ語・ドイツ文学専攻卒業。1982 年、東京大学大
学院人文科学研究科修士課程修了。1984 年、東京大学大学院人
文科学研究科博士課程中退。

ドイツに建立された斎藤茂吉
歌碑の除幕式に参加。ドイ
ツ語で茂吉についての講演も
行った

『ドイツ映画祭』のパンフレット。
先生も寄稿している




