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第
二
回
公
開
研
究
会

コ
メ
ン
ト
（
黒
沢
報
告
を
聴
い
て
）

茂　

木　

敏　

夫

　

評
者
は
本
学
の
国
際
関
係
専
攻
で
中
国
研
究
を
担
当
し
て
お
り
、
日
本
史
に
つ

い
て
は
素
人
な
の
で
す
が
、
日
本
社
会
に
身
を
置
い
て
歴
史
を
考
え
て
い
る
者
と

し
て
、
今
日
の
報
告
に
つ
い
て
は
一
定
の
関
わ
り
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

と
考
え
て
い
ま
す
。
中
国
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
者
の
立
場
か
ら
、
報
告
を
聴
い

て
考
え
た
こ
と
を
、
大
略
三
点
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

第
一
に
、
歴
史
研
究
あ
る
い
は
歴
史
認
識
の
枠
組
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、

報
告
を
聴
き
な
が
ら
考
え
た
こ
と
を
少
し
申
し
上
げ
ま
す
。次
い
で
第
二
と
し
て
、

そ
の
枠
組
の
背
景
に
は
、
近
代
、
つ
ま
り
モ
ダ
ン
と
か
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
か
い
う
こ

と
を
ど
う
受
け
と
め
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
そ
の
近
代
を
ど
う
受
け
と
め
る
の
か
に

つ
い
て
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
文
脈
と
、
日
本
の
周
辺
諸
国
、
中
国
や
韓
国
、

台
湾
な
ど
の
社
会
の
文
脈
と
が
違
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
大
き
な
ズ
レ
が
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
大
き
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を

簡
単
に
論
じ
て
み
る
つ
も
り
で
す
。
最
後
に
第
三
と
し
て
、
報
告
の
最
後
に
あ
っ

た
、
植
民
地
の
問
題
を
ど
う
組
み
込
ん
で
歴
史
認
識
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
考
え
を
申
し
上
げ
る
こ
と
で
、
コ
メ
ン
ト
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
第
一
点
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
歴
史
研
究
あ
る
い
は
歴
史
認
識
の
枠
組
と

言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
報
告
で
は
枠
組
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

東
京
裁
判
の
打
ち
だ
し
た
歴
史
で
あ
る
と
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
で
あ
る
と

か
、
あ
る
い
は
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
以
降
の
伊
藤
隆
氏
に
代
表
さ
れ
る
実

証
主
義
の
研
究
で
あ
る
と
か
形
容
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は

結
局
、
歴
史
研
究
や
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
枠
組
の
問
題
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
の

で
、
こ
こ
で
は
枠
組
と
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

枠
組
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
一
般
論
と
し
て
、
ど
ん
な
枠
組
も
万
能
な

枠
組
と
い
う
の
は
無
い
わ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
に
限
界
と
可
能
性
と
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
あ
る
枠
組
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
見
え

て
く
る
も
の
と
、
逆
に
そ
の
枠
組
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
あ
る
部
分
が
見

え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
は
そ

れ
ぞ
れ
の
状
況
の
な
か
で
、
そ
の
状
況
を
認
識
し
た
り
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
問
い
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か
け
を
行
な
っ
た
り
、
そ
の
現
状
を
改
変
あ
る
い
は
保
守
し
た
り
す
る
た
め
に
採

用
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
に
と
っ
て
、
何
が
問
わ

れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
が
問
わ
れ
る
の
か
、
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま

す
。
い
っ
た
い
誰
が
、
現
状
を
ど
う
考
え
、
ど
の
よ
う
に
改
変
あ
る
い
は
保
守
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
枠
組
は
価
値
中
立
的
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
枠

組
も
や
は
り
何
ら
か
の
価
値
判
断
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。報
告
の
な
か
で「
政

治
性
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
枠

組
を
と
ろ
う
と
何
ら
か
の
政
治
的
な
意
味
は
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、「
政
治
性
」
と
い
う
言
葉
に
解
消
さ
せ
ず
、
そ
れ
な
ら
個
々
の
枠
組
が
ど
の

よ
う
な
「
政
治
性
」
を
も
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
を
丁
寧
に
分
析
す

る
こ
と
が
生
産
的
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
枠
組
で
す
け
れ
ど
も
、
た
と
え
同
じ
枠
組
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
時
代
に
よ
り
、
あ
る
い
は
状
況
に
よ
り
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
そ
の
意

味
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
も
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
報

告
の
な
か
で
は
む
し
ろ
「
理
論
先
行
」
と
い
う
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
た
マ
ル
ク

ス
主
義
の
歴
史
観
や
歴
史
研
究
で
す
が
、
そ
れ
は
な
る
ほ
ど
人
類
の
歴
史
的
発
展

を
、
生
産
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
一
貫
し
た
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
構
築
し
た
、

精
緻
な
理
論
に
よ
る
も
の
で
す
の
で
、
た
し
か
に
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
、

理
論
先
行
と
い
う
性
格
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
戦
前
の
日
本
の
知
的
状
況
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
場
合
、
当
時
は
皇

国
史
観
と
い
わ
れ
る
、
体
制
の
側
の
絶
対
的
な
、
大
き
な
物
語
が
存
在
し
て
い
た

た
め
、
野
に
在
っ
て
そ
れ
に
抵
抗
す
る
理
論
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。
マ
ル

ク
ス
主
義
の
理
論
に
当
て
は
め
て
、
そ
れ
を
準
拠
枠
組
と
し
て
実
証
す
る
、
そ
の

意
味
で
は
た
し
か
に
理
論
先
行
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
こ
で
実
証
さ
れ
た

「
事
実
」
に
よ
っ
て
皇
国
史
観
の
大
き
な
物
語
の
支
配
に
抵
抗
す
る
と
い
う
意
味

で
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
実
証
と
い
う
手
続
き
に
こ
そ
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史

研
究
の
真
価
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
戦
前
戦
中
に
お
い
て
抵
抗
す

る
実
証
主
義
史
学
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
研
究
が
作
用
し
た
と
い
う
こ
と

こ
そ
が
、
ま
さ
に
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
研
究
に
あ
る
種
の
正
当
性
を
与

え
て
い
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。
そ
れ
が
今
度
は
戦
後
に
な
っ
て
、
皇
国
史
観
と
い

う
大
き
な
物
語
が
崩
壊
し
て
か
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
が
知
的
世
界
に
お
け

る
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
冷
戦
の
な
か
で
西
側
陣
営

に
組
み
込
ま
れ
た
日
本
に
お
い
て
、
体
制
批
判
の
根
拠
と
し
て
一
定
の
意
味
は

も
っ
た
も
の
の
、
デ
タ
ン
ト
が
進
み
社
会
主
義
陣
営
内
部
の
矛
盾
が
露
呈
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
は
徐
々
に
抵
抗
の
理
論
と
し
て
の
批
判
性

を
失
っ
て
教
条
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
考
え
る
と
、

報
告
で
指
摘
さ
れ
た
伊
藤
隆
氏
ら
の
実
証
主
義
の
意
義
に
つ
い
て
も
理
解
し
や
す

い
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、
こ
の
実
証
主
義
の
も
つ
「
政
治
性
」
も
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

第
二
と
し
て
、
枠
組
の
背
景
と
し
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
枠
組
が
と
ら
れ
た
か

を
考
え
る
に
あ
た
り
、
も
う
少
し
広
く
社
会
的
な
、
あ
る
い
は
政
治
的
、
文
化
的

な
状
況
を
考
え
て
み
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
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例
え
ば
、
東
京
裁
判
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
打
ち
だ
し
た
歴
史
観
と
い
う
議
論
な
ど
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
で
も
そ
う
は
言
い
な
が

ら
も
、
そ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
う
ち
出
し
た
歴
史
観
を
広
く
受
け
入
れ
て
い
っ
た
当
時
の

日
本
社
会
と
い
う
も
の
が
や
は
り
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
最
近
の
例
で
は
、
ア
メ
リ

カ
を
中
心
と
す
る
多
国
籍
軍
が
イ
ラ
ク
に
行
っ
て
、
民
主
主
義
な
ど
ア
メ
リ
カ
型

の
価
値
観
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
イ
ラ
ク
の
社
会
で
、
戦

後
の
日
本
に
お
け
る
よ
う
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
。
受
け
と
る
側
の
論
理
と
い
う
の
か
、
受
容
さ
れ
て
い
く
論
理
と
い
う

も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

戦
後
日
本
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
観
が
広
く
受
け
い
れ

ら
れ
て
い
た
戦
後
日
本
の
知
的
世
界
で
は
、
非
マ
ル
ク
ス
主
義
の
側
も
含
め
て
、

確
固
と
し
た
西
洋
近
代
モ
デ
ル
が
共
有
さ
れ
て
い
て
、
成
功
し
た
と
思
っ
て
い
た

明
治
以
来
の
近
代
化
が
結
局
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
に
帰
結
し
て
し
ま
っ
た
の

は
、
い
っ
た
い
ど
こ
で
、
ど
う
間
違
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
共

有
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
「
間
違
っ
た
近
代
」
と
「
正
し
い
近
代
」

と
が
あ
り
、
そ
の
「
正
し
い
近
代
」
は
西
洋
の
近
代
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
正

解
と
し
て
の
西
洋
近
代
モ
デ
ル
か
ら
の
ズ
レ
を
測
定
し
て
、
こ
れ
を
誤
り
と
し
て

採
点
、
つ
ま
り
減
点
し
、
そ
の
誤
り
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
な
ぜ
生
じ
た
の
か
を
究

明
す
る
こ
と
が
、
日
本
近
代
史
研
究
の
課
題
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
正
解
と
し
て

の
近
代
と
い
う
も
の
が
確
固
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
広
く
受
け
い
れ

ら
れ
て
い
た
状
況
が
、そ
の
後
一
九
六
〇
年
代
末
、七
〇
年
代
く
ら
い
か
ら
で
し
ょ

う
か
、
そ
の
近
代
の
絶
対
性
が
動
揺
し
始
め
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
学
な

ど
が
一
定
の
力
を
失
っ
て
い
き
、
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
背
景

に
は
、
歴
史
研
究
の
方
法
や
理
論
に
内
在
す
る
問
題
性
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を

包
ん
で
い
る
社
会
的
、
政
治
的
、
さ
ら
に
は
文
化
的
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
そ
の
背
景
が
大
き
く
変
動
し
た
結
果
、
個
々
の
歴
史
研
究
の
枠
組
の
意
味

も
変
容
し
た
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
に
対
す
る
「
理
論
先
行
」
と
い
う
評
価

は
、
こ
の
よ
う
な
変
容
の
結
果
か
ら
の
評
価
で
も
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で

し
ょ
う
。

　

報
告
で
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
中
国
や
韓
国
な
ど
で
「
歴
史
の
政
治
化
」
が

起
こ
り
、
そ
れ
が
「
国
際
化
」
し
て
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

背
景
に
も
同
じ
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
際
、
そ
の

よ
う
な
周
辺
諸
国
に
お
け
る
問
題
化
と
日
本
に
お
け
る
歴
史
の
枠
組
の
位
相
の
変

化
と
の
間
に
大
き
な
ズ
レ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
指
摘

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
に
お
い
て
西
洋
近
代
モ
デ
ル
が
動
揺
を
始
め
た
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
、

一
九
七
〇
年
代
か
ら
台
湾
や
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｅ
ｓ
が
開
発
独
裁
の
も
と
で

経
済
成
長
を
始
め
、
そ
の
社
会
が
豊
か
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
八
〇
年

代
に
お
け
る
台
湾
や
韓
国
の
民
主
化
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
方
、
中
国

大
陸
の
方
も
八
〇
年
代
に
改
革
開
放
政
策
の
も
と
で
経
済
成
長
を
始
め
ま
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
民
主
化
さ
れ
た
韓
国
・
台
湾
で
は
、
人
々
は
言
い
た

い
こ
と
を
言
え
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
も
豊
か
に
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
こ
れ
も

あ
る
程
度
締
め
付
け
が
緩
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
冷
戦
の
崩
壊
に
つ
い
て
は
報
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告
の
な
か
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
冷
戦
崩
壊
は
、
ま
さ
に

そ
う
し
た
周
辺
諸
国
の
経
済
成
長
と
社
会
変
容
の
さ
な
か
に
起
こ
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
九
〇
年
代
末
以
降
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
の
情
報
化
の
進

展
が
、
こ
の
社
会
変
容
を
加
速
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
中
村
政
則
先
生
が
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
後
五
〇
年

の
一
九
九
五
年
に
村
山
首
相
談
話
で
戦
後
に
一
区
切
り
を
つ
け
た
と
日
本
社
会
は

思
っ
た
け
れ
ど
も
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
冷
戦
の
崩
壊
や
経
済
成
長
、
民
主
化

の
進
展
な
ど
に
よ
っ
て
周
辺
諸
国
の
社
会
で
は
、
こ
の
頃
か
ら
、
そ
れ
ま
で
封
印

さ
れ
て
い
た
戦
争
や
植
民
地
に
つ
い
て
自
由
に
も
の
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
周
辺
の
国
々
で
は
、
こ
の
戦
後
五
〇
年
の
頃
か
ら
「
戦
後

が
始
ま
っ
た
」
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
が
生
じ
ま
し
た
（
中
村
政
則
「
終
わ
っ
た

戦
後
と
終
わ
ら
な
い
戦
後
」『
歴
史
学
研
究
』
第
八
一
八
号
、
二
〇
〇
六
年
）。
こ

こ
に
大
き
な
ズ
レ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
間
、
日
本
の
社
会
は
む
し
ろ
近
代
を

相
対
化
し
て
い
き
、
い
わ
ば
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
な
っ
て
い
く
。
逆
に
、
こ
の
時

期
に
一
貫
し
て
経
済
成
長
を
し
た
周
辺
諸
国
の
社
会
は
、
物
質
的
な
豊
か
さ
や
民

主
化
な
ど
、
い
わ
ば
近
代
の
果
実
を
求
め
、
そ
れ
を
急
速
に
獲
得
し
て
い
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
い
ま
も
続
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
や
欧
米
が
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ン
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
ア
ジ
ア
は
ま
す
ま
す
近
代
主
義
に
な
っ
て
い
る
現

状
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
ア
ジ
ア
は
欧
米
以
上
に
欧
米
中
心
主
義
に
、
西
洋
以
上

に
西
洋
至
上
主
義
に
な
っ
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
近
代
を
め
ぐ
っ
て

の
ス
タ
ン
ス
の
ズ
レ
が
あ
り
、
こ
れ
が
歴
史
あ
る
い
は
過
去
を
問
い
な
お
す
こ
と

に
つ
い
て
の
大
き
な
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本

近
現
代
史
研
究
者
で
あ
る
報
告
者
と
は
違
っ
て
、
私
は
そ
の
隣
の
中
国
を
見
て
い

る
も
の
で
す
か
ら
、
見
え
て
く
る
風
景
が
違
っ
て
く
る
の
か
な
、
な
ど
と
感
じ
な

が
ら
、
報
告
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
第
三
点
と
し
て
、
植
民
地
に
つ
い
て
の
指
摘
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は

報
告
に
私
も
同
感
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
報
告
で
は
日
本
を
、
戦
後
の
日
本
と

い
う
国
家
の
ま
と
ま
り
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
朝

鮮
に
言
及
し
、ペ
ー
パ
ー
の
な
か
で
は
注
で
台
湾
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
「
植
民
地
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
と
柔
軟
に
広
く
考
え
て
み
る
と
、
歴
史
を

考
え
る
う
え
で
、
さ
ら
に
可
能
性
が
広
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
明
治
日
本
が
進
め
た
沖
縄
と
北
海
道
と
を
一
元
的
な
支
配
に
取
り
込

ん
で
い
く
動
き
も
、
こ
れ
も
一
つ
の
「
植
民
地
」、
あ
る
い
は
「
植
民
地
主
義
」

と
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。近
代
世
界
に
直
面
し
て
欧
米
列
強
の
圧
力
の
も
と
で
、

欧
米
的
な
近
代
国
家
に
再
編
成
し
て
い
か
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
課
題
に
直
面

し
た
と
き
に
、
琉
球
の
「
日
清
両
属
」
が
問
題
に
な
り
、
こ
れ
を
日
本
の
主
権
に

組
み
込
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
と
同
様
の
動
き
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、

日
本
に
や
や
遅
れ
ま
す
が
、
中
国
を
支
配
し
た
清
朝
が
新
疆
や
台
湾
に
、
も
う
少

し
後
に
な
れ
ば
チ
ベ
ッ
ト
の
ほ
う
に
向
け
て
、
そ
の
よ
う
に
辺
境
を
直
轄
支
配
に

組
み
込
む
動
き
を
始
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
清
朝
が
台
湾
を
直
轄
支
配
に
組
み
込

ん
で
い
っ
た
直
接
の
契
機
は
、
日
本
の
台
湾
出
兵
で
す
。
そ
し
て
そ
の
台
湾
出
兵

は
、
琉
球
帰
属
問
題
に
端
を
発
し
ま
す
。
日
本
の
台
湾
出
兵
に
有
効
に
対
応
し
き

れ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
清
朝
中
国
は
台
湾
を
直
轄
支
配
に
組
み
込
み
ま
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す
。
日
本
が
欧
米
の
圧
力
に
抵
抗
す
る
形
で
周
辺
に
植
民
地
を
つ
く
っ
て
い
く
、

そ
し
て
欧
米
の
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
に
抵
抗
す
る
な
か
で
、
あ
る
い
は
日
本

の
植
民
地
主
義
に
抗
す
る
な
か
で
、
中
国
も
辺
境
に
植
民
地
を
つ
く
っ
て
い
く
。

こ
う
い
う
構
造
を
考
え
て
い
く
と
、
植
民
地
に
し
た
側
と
さ
れ
た
側
と
い
う
単
純

な
二
項
対
立
で
は
済
ま
な
く
な
り
ま
す
。
植
民
地
主
義
の
連
鎖
を
考
え
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
欧
米
列
強
の
植
民
地
主
義
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
日
本
が
も
っ
と
弱
い
と

こ
ろ
、
自
身
の
辺
境
や
周
辺
諸
国
を
植
民
地
に
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
欧
米

に
加
え
て
日
本
の
植
民
地
主
義
の
圧
力
を
受
け
た
中
国
が
自
ら
の
独
立
を
守
る
た

め
に
、
同
じ
よ
う
に
曖
昧
だ
っ
た
辺
境
に
排
他
的
な
実
効
支
配
を
構
築
し
て
い
き

ま
し
た
。
こ
う
考
え
て
い
く
と
、
植
民
地
に
つ
い
て
、
も
っ
と
普
遍
化
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
欧
米
列
強
の
植
民
地
主
義
へ
の
対
抗
が
ア
ジ
ア
へ
の
植
民
地
主
義
に
帰

結
し
た
と
い
う
日
本
近
代
の
性
格
は
、
植
民
地
主
義
の
連
鎖
と
そ
の
重
層
化
と
し

て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
意
味
を
立
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、

こ
の
点
で
、
ま
さ
に
今
回
の
報
告
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る

「
先
の
戦
争
」
の
も
っ
て
い
る
複
雑
さ
、
多
面
的
な
性
格
を
見
通
す
視
野
が
開
け

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
、
植
民
地
と
い
う
問
題
が
戦
争
の
問
題
と
間
断
な
く
連
続
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
と
そ
の
前
後
に
お
け
る
日
本
知
識
人
の
思
索
は
ア
ジ

ア
大
、
あ
る
い
は
世
界
大
で
の
検
討
に
値
す
る
営
為
と
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
戦
中
か
ら
戦
後
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
こ
の
研
究
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

も
か
か
わ
る
丸
山
眞
男
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
竹
内
好
で
あ
る
と
か
、
少
な
く

な
い
日
本
の
知
識
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
的
格
闘
を
し
ま
し
た
。
戦
争
や
植
民
地

も
含
め
、
近
代
と
い
う
問
題
に
直
面
し
な
が
ら
繰
り
広
げ
た
彼
ら
の
思
索
は
、
日

本
の
経
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と
拡
げ
て
普
遍
的
な
経
験
と
し
て
共
有
で
き
る

の
で
は
な
い
の
か
と
考
え
ま
す
。特
に
、現
在
で
は
欧
米
以
上
に
近
代
主
義
に
な
っ

て
い
る
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
で
は
、
近
代
主
義
と
同
時
に
現
在
の
欧
米
に
流
通
す
る

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
考
え
方
も
入
っ
て
来
て
い
て
、
相
反
す
る
考
え
方
が
混
在
し

て
、
い
ま
乱
戦
、
格
闘
し
て
い
ま
す
。
日
本
が
経
験
し
た
よ
り
も
も
っ
と
急
激
な

ス
ピ
ー
ド
で
近
代
を
め
ぐ
る
問
題
の
磁
場
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
今
日
の
ア
ジ
ア

の
社
会
で
は
、
こ
の
開
国
以
来
一
五
〇
年
の
近
代
日
本
の
経
験
と
い
う
の
か
、
日

本
が
悩
ん
だ
こ
の
悩
み
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
普
遍
化
で
き
る
悩
み
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
契
機
と
し
て
、
報
告
で
指
摘
さ
れ
た
植
民
地
の
問
題
と
い

う
の
は
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
近
代
を
め
ぐ
る
大
き
な
問
い
に
、
日
本

と
い
う
枠
を
越
え
て
大
き
く
開
か
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
な

ど
と
思
い
な
が
ら
報
告
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

以
上
、
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
、
報
告
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
議
論
を
、
よ
り

広
く
、
よ
り
多
く
の
論
点
に
開
い
て
い
く
契
機
と
で
き
た
な
ら
ば
幸
い
で
す
。

（
研
究
会
の
録
音
記
録
に
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
加
筆
し
た
。
た
だ
し
、

論
旨
に
変
更
は
な
い
）
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講演の概要  

本報告は、戦後史のなかで形成されてきた日本近代史認識、とりわけ太平洋戦争も

しくは昭和戦前期をめぐる歴史認識について検討しようとするものです。それによっ

て、戦後の歴史研究者たちの戦後認識の一端を考えることができればと思っています。

なお報告は、次の内容を予定しています。  
1 .  歴史認識の分裂か、多様な歴史認識の共存か  
2 .  政治性のまとわりついた歴史認識  
3 .  「歴史」の「政治化」と実証研究、そして「歴史」の「政治化」の「国際化」  
4 .  昭和期の戦争の複雑さ  
5 .  昭和期の「戦争の構造」をどのように理解するのか  
6 .  「歴史を忘れない」ことからくる対立と和解  
7 .  「戦争の構造」と「歴史の構造」  

 
 
講師プロフィール  

黒沢文貴  東京女子大学・現代教養学部教授。専攻は日本政治外交史。著書に、『歴史

と和解』（イアン・ニッシュ氏との共編、東京大学出版会、 2011 年）、『二
つの「開国」と日本』（東京大学出版会、 2013 年）、『大戦間期の宮中と政
治家』（みすず書房、 2013 年）など。  

 
茂木敏夫  東京女子大学・現代教養学部教授。専攻は中国近代思想史。著書に、『変容

する近代東アジアの国際秩序』（山川出版社、 1997 年）など。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
丸山眞男文庫とは  

日本政治思想史の研究を中心に、政治思想家として世界に向けて発信し続けた丸山眞男は、戦

後の日本を代表する知識人でありましたが、その思索の跡を伝える約 2 万冊の蔵書と約 3 万頁の
草稿類が 1998 年に東京女子大学に寄贈されました。東京女子大学は、日本における丸山眞男研究
の拠点となり、貴重な資料がひろく活用されることを願って丸山眞男文庫を設立し、調査と整理

を進めるとともに講演会、公開研究会、公開授業等を開催しています。  

 
「 20 世紀日本における知識人と教養」プロジェクトとは  

東京女子大学は、2012 年度より、丸山眞男文庫の資料に基づいた研究プロジェクト「 20 世紀日
本における知識人と教養 丸山眞男文庫デジタルアーカイブの構築と活用 」を開始しました（文

部科学省平成 24 年度「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」採択プロジェクト）。このプロジ
ェクトは 5 年間にわたって二つのテーマ（「 20 世紀知識人の教養と学問 丸山眞男文庫を素材とし

て 」および「丸山眞男文庫所蔵資料の調査研究とデジタルアーカイブ構築」）を軸として、研究

を進めています。（ HP： http : / /www. twcu.ac . jp / fa c i l i t ies /maruyama/pro je c t）  

東京女子大学へのアクセス 

 

ＪＲ西荻窪駅北口より徒歩約 12分。 

バスの場合は西荻窪駅北口より吉祥寺駅行

きバス／ＪＲ・京王井の頭線吉祥寺駅より西

荻窪駅行バスで「東京女子大前」下車。 


