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紹

介

小
山
勉
著

「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
ー

民
主
主
義
の
三
つ
の
学
校
1

』

(ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
四
六

一
頁
)

本
書

は

、
長
年

ト
ク
ヴ

ィ
ル
研
究

に
研
鑚

を

積

ん
で

こ
ら

れ
た
著

者

の
集
大

成

と
も

い
う

べ
き
書

物

で
あ

り
、

一
貫

し

た
視
点

で
ト

ク
ヴ

イ

ル
思
想

の
全

体
像

と

現
代
的

意
義

に

つ

い
て
論

じ

て

い
る
。

本
書

を

貫
く
視

点

は
、

ど

の
よ
う

に
し

て
私

的
自

己

が
公
的

自
己

と

な
り

う
る

か

と

い
う

問
題

で
あ

る

と

い

っ
て

よ

い
で
あ

ろ
う
。

著
者

は

こ

の
問

題

を
、
行

政

的
権
力

が

強
大

化
し

、
政

府
依

存
症

が
蔓

延

す
る

中

で
、

い
か

に
し

て
公
共
精

神

を
回
復

す

る

か
と

い
う
問

題

と
し

て
捉

え
る
。

著
者

は
、

こ
の
公

共
精

神

の
回
復

と

い
う
問

題

こ
そ

ト

ク
ヴ

ィ

ル
思
想

の
核

心

で
あ

る

と
し
、

そ

の
思
想

を

よ
り
実

践
的

に
読

み
解

こ

う
と

す

る
。
そ

の
た

め

に
、
著

者

は

「
自

由

の
体
験

学
習

」

と

い
う

ユ

ニ
ー

ク
な
視

点

を
提

示
し

、

そ

の
体

験

の
場

を

コ
ミ

ュ
ー

ン
、
陪
審

、

ア

ソ
シ

ア
シ

オ

ン
と
す

る
。
本

書

が

「
民

主
主
義

の
三

つ
の
学

校
」

と

い
う
副

題

を
も

つ
所

以

で
あ

る
。

本
書

は
こ

の
三

つ
の
場

に

つ
い
て
、

ト
ク

ヴ

ィ

ル
が

ど

の
よ
う

に
捉

え

て

い
た

か
を
解

明

し

て

い
く

。

ま
ず
、

コ
ミ

ュ
ー

ン
に

つ
い
は
、

こ

れ
を
中

央

集
権

に
抵

抗

す
る
地

方
分

権

の
拠
点

と

し

て
描

か
れ
、

ト

ク

ヴ

ィ

ル
の
思
想

が

「
地
方

の
自

由
」

に
基

礎

を
置

く
政
治

的
自

立

の
思

想

で
あ

る
こ

と
が
語

ら

れ
る
。

ア

メ
リ

カ
と
対

比

し

て
み

て
、

ア
メ
リ

カ

は
タ

ウ

ン
シ

ッ
プ

か
ら

積

み
上
げ

方
式

で
国

家

(連
邦

)

が
形
成

さ

れ

て

い
る
点
が

強
調

さ

れ
、

そ
れ

と
対
比

的

に

フ
ラ

ン
ス

の
地

方

の
弱

さ
が
指

摘

さ

れ
る
。

こ

の
弱

さ
が

フ
ラ

ン

ス
に
政
府

依
存

症

と

い
う
病

を
も

た
ら

し

て

い
る
と

さ
れ

る
。

こ

の
地

方

の
自
由

あ

る

い
は
地
方

分

権

は
本

書

全
体

の
か
な

り

の
分

量
を

占

め
て

お
り
、

ま

さ

に
中

心
的

論

点

と
な

っ
て

い
る
。

た

だ
し

、
著
者

に
よ

る
と
、

ト

ク
ヴ

ィ

ル
の
地
方

の
自

由

と

い
う
主

張

は
、
必
ず

し

も
中

央
集
権

の
無
条

件

の
否
定

で
は
な

く
、

そ

の
意

味

で

は

「
過
激

王
党

派

」

と
は
異

な

る

の
で
あ

る
が

、
む

し
ろ
政

治
的

中

央
集
権

と
地
方

分
権

と

の
調
和

に
そ

の
主

眼

が
あ

っ
た

と
さ

れ

る
。

ト

ク
ヴ

ィ
ル

の
批

判

は
行
政

的
専

制
支

配

に
向

け
ら

れ

て

い
た

の

で
あ

っ

て
、

政
治

的
な
中

央

集
権
自

体

は
批

判

さ
れ

て

い
な

い
と
さ

れ

る
。

欲

を
言

え
ば

、
当

時

の
文
脈

で
地

方

の
自
由

と

い
う

の
が
何

を
意

味

し

て

い
た

か
、
州

の
権

限

と

い
う

の

が

ど

の
程

度

あ

っ
た

の

か
、

コ

ミ

ュ
ー

ン

の
政

治
的

権
限

が

ど

の
程

度

で
あ

っ
た

の

か
と

い
う
点

に

つ

い
て
、
も

う
少

し
歴

史
的

な
説

明

が
あ

れ
ば

も

っ
と
理
解

が

深
ま

る
よ

う

に
思
う

。

次

に
陪

審
制

度

で
あ

る
が
、

こ
れ
も
自

由

と
秩
序

の
関

係

と
し

て
述
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べ
ら

れ
る

と
と

も

に
、
市

民

の
参

加

と

い
う
観

点

が
中

心

と

な

っ
て

い

る
。
人

び

と
は
利

己
主

義
的

犯

罪
を

裁
く

こ
と

に
よ

っ
て
公
的
自

己

を

形
成

し
う

る
と

い
う

の

で
あ

る
。

三

つ
目

は
、

ア

ソ
シ

ア
シ

オ

ン
に

つ
い

て
で
あ

る
が
、

こ
れ
も
本

書

の
割

か
れ

て

い
る
分

量

か
ら
し

て
、

大

き
な
問

題

で
あ

る
。

こ

こ
で
も

中

心

は
、
「個

人

の
理
性

と
意

志

は

い
か

に
し

て
目
的

の
共

通
性

に
お

い

て
公
共

性

を
も

ち
う

る

の
か
、
私

的

ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
は

い
か

に
し

て
公
的

ア
イ
デ

ン
テ
ィ

テ
ィ
た

り
う

る

の
か
」

(三

〇
〇
頁

)
と

い
う

問

題

で
あ

る
。

こ
こ

で
重

要

と
思

わ
れ

る

の
は
、

こ

の
ア

ソ

シ
ア

シ
オ

ン

が
個
人

主
義

の
病

理

を
正

す
も

の
と

し

て
捉

え

ら

れ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。
個

人
主

義

は
、

そ

の
病

理
形

態

に

お

い
て
、
原

子
化

と

い
う
公

的

世

界

へ
の
無

関

心
と
小

世
界

へ
の
執
着

を

呼
び
起

こ
す

と
さ

れ
る
。

ア

ソ

シ
ア

シ
オ

ン
は
そ

の
よ

う
な
病

理

へ
の
矯
正
策

と
な

る

の
で
あ

る
。

著
者

は

、
ト

ク
ヴ

ィ

ル
の
指
摘

と

し

て
、
古

代

の
共
和

主
義

は
徳

に

基
づ

き
、

現
代

(ト

ク
ヴ

ィ

ル

の
時

代
)

の
そ
れ

は
利
益

に
基

づ

い
て

い
る
と

い
う
違

い
を

挙
げ

、
重
要

な

の
は

「
正

し

く
理
解

さ

れ
た
自

己

利

益
」

で
あ

る
と

い
う
。

人
び

と
は

、

ア
ソ

シ
ア

シ
オ

ン
と

い
う

「
自

由

の
体

験
学

習
」

の
場

に
お

い
て
、

公
徳

心

の
体
験

学
習

も
経

験

す
る

の

で
あ

る
。

こ
こ

で
著

者

の
自
由

へ
の
視
点

は
公
徳

心

と
結
び

つ
く

こ

と

に
な
る
。

著
者

は

こ

こ
ま

で
論

じ

た
上

で
、

「
公
的

自

己
」
の
追

求

と

い
う
視

点

か
ら
論

述

さ
れ

て

き
た

ト
ク

ヴ

ィ
ル
思
想

の
現

代
性

に

つ
い
て

二

つ
の

問

題
領

域

に

お

い
て
議
論

し

て

い
る
。
一

つ
は
市

民
社
会

論

と

の
関

係

に

お

い
て
、

二

つ
目

は

「
ラ
デ

ィ
カ

ル
な
個

人
主
義

」

と

の
関

係

に

お

い
て
で
あ

る
。

両
者

と
も

公
的

事
柄

に
対

す

る
「
市

民

の
総
無

関
心

化
」

へ
の
危

機
意

識

か

ら
論

じ

ら

れ

て
お
り
、

市
民

社
会

論

に
関

し

て
は
、

ト

ク
ヴ

ィ

ル
の

ロ
ー
カ

ル

・
ア

ソ
シ
ア

シ
オ

ン

の
考

え
方

が
補

完
性

の

原

理

と
と

も

に
強
調

さ

れ
、
「
ラ
デ

ィ
カ

ル
な
個

人
主
義

」
に
関

し

て
は
、

「
構
成

員

が
自

分

た
ち

の
目
的

だ

け
を
追

求

し
、

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
全

体

に
対

す

る
責

任

を

果

た

さ

な

い
よ

う

な
社

会

は

存

続

で

き

な

い
だ

ろ

う
」

(四

二
五
頁

)
と

い
う

点
が

強
調

さ

れ
る
。

こ
う
し

て
実
践

に
お
け

る

「
相
互

行
為

」
と

「
共
同

の
自

由
」
を

通
じ

た

「自

由

の
体

験
学

習
」

に
よ

っ
て
、
ト

ク
ヴ

ィ
ル
思
想

の
要

諦

で
あ

る
公
的
自

己

の
成

立

に
関

す

る
議

論

の
意
義

が

今
日

的
文

脈

に
お

い

て
論

じ

ら
れ

る
。

最
後

に
全
体

を
通

読

し
て
感

じ

た

こ
と

で
あ

る

が
、
本

書

は
狭
義

の

思
想
史

研
究

と

い
う

よ

り
も
、

著
者

の
現
代

日
本

に
対

す
る
強

い
関

心

を
背
景

と

し

て
書

か
れ

て

い
る
よ
う

に
み
え

る
。

ト
ク
ヴ

ィ

ル
論

の
向

こ
う
側

に
来

る

べ
き
社
会

の
あ

り
方

へ
の
指
針

を

示
そ
う

と

す
る
著

者

の
姿

も
ま

た
見

え

る
よ
う

に
思

わ

れ
る

の

で
あ

る
。

(付
記

)
本

書

の
著
者

で
あ

る
小
山

勉
先

生

は
去

る

二
〇

〇

六
年
十

二

月

二
十

九

日

に
急

逝

さ
れ

た
。

最
後

ま

で
研
究

へ
の
情
熱

を
燃

や

し
続

け

て
こ
ら

れ
た

先
生

の
お
姿
が

脳
裏

に
浮

か
び

、
学

部

・
大
学

院

を
通

一掴一



じ

て
謦

咳

に
接

し
た

も

の
と

し

て
悲

し

み

に
堪

え

な

い
。

衷

心
よ

り
哀

悼

の
意

を
表

し

た

い
。

(伊
藤

洋
典

)

石
川
捷
治

・
中
村
尚
樹
著

『
ス
ペ

イ

ン
市
民
戦
争
と

ア
ジ
ア

遥

か
な

る
自

由
と
理

想
の
た

め
に
ー

〈
九
大

ア
ジ
ア
叢
書
6
>」

(九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年

、

一
六
七
頁
)

本
書

は

、

「
ス

ペ
イ

ン
市

民
戦

争

」
と

ア
ジ

ア
と

の
関
連

を

現
代
的

な

視

点

か
ら

、
再
検

討

し

た
著
書

で
あ

る
。

構
成

は
、

研
究

者

(石

川
捷

治
)

に
よ

る
章

と
ジ

ャ
ー
ナ

リ

ス
ト

(中

村
尚

樹

)

に
よ
る
章

か
ら
な

り
、
プ

ロ
ロ
ー
グ

「
今
な

ぜ

ス

ペ
イ

ン
市

民
戦

争

か
」

に

お

い
て
、

ス

ペ
イ

ン

「内

戦

」
を

「
市

民
戦

争
」

と
敢

え

て
呼

ぶ
理
由

と

そ

れ
が

ア

ジ

ア
と

い
う
視
点

か
ら

み
た
場

合

「
現
代

的
内

戦

」

の
起

点

と
な

る

こ

と
が
説

明

さ

れ
る
。

第

一
章

「
ス

ペ
イ

ン
市

民
戦
争

と
現
代

」

で
は
、

内

戦

の
歴
史

的
経

緯

が
簡

潔

に
叙
述

さ

れ
、
第

二
章

「今

口

の

ス

ペ
イ

ン
に
見

る
市

民
戦

争

」
で
は
、

現
代

ス
ペ
イ

ン

に
お
け

る

「
市

民
戦

争
」

の
意
味

を

現
地

に
お
け

る

ル
ポ
と

い
う

形

で
追

っ
て

い
る
。

ま

た
、
第

三
章

「
ス
ペ
イ

ン
市

民
戦
争

と

ア
ジ

ア
」
で
は
、

「
市

民
戦
争

」
と
当
時

の
ア
ジ

ア

(中

国
、

朝
鮮

、

フ

ィ
リ
ピ

ン
、

イ

ン
ド
、

ベ
ト
ナ

ム
)

と

の
関
係

、

と
り

わ

け
そ

れ

に
参

加

し
た
人

び

と

の
相

貌
を

簡
潔

明
瞭

に

記

し
て

い
る
。

第

四
章

「
ス
ペ
イ

ン
市
民

戦
争

と

日
本
」

で
は
、

日
本

と

「市

民
戦

争

」

と

の
関

わ

り
を
、

第

二
章
同

様

に
現
地

ル
ポ
と

い
う

形

で
追

っ
て

い
る
。

エ
ピ

ロ
ー
グ

「
内
戦

を
越

え

て
」

で
は
、

現
代

的

意
義

と
し

て

「
市
民

戦
争

」

に

お
け
る
市

民

の
主
体

性

が
着

目
さ

れ
、

今
後

の
日

本

の
あ

り
方
を

考

え
る
際

の
重

要

な
視
点

と

し

て
喚

起

さ

れ

て

い
る
。

本
書

の
特
長

は
、

研
究

者

と
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ス
ト

に
よ

る

二

つ
の
異
な

る
立

場
並

び

に
視
点

を
織

り
交

ぜ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「
市
民

戦
争

」
の

意
義

を

過

去

と

現
在

と

い
う

二

つ
の
視

点

か
ら

捉

え

直

し

た
点

に
あ

る
。

ま

た
、
新

書

と

い
う

形
式

に
如

実

に
現

れ

て

い
る
よ
う

に
、

本
書

は

一
般
読

者

を
想
定

し

て
、

歴
史
事

項

に
関

す

る

コ
ラ
ム
や

た
く

さ

ん

の
写

真
を

駆
使

し

て
、

た

い

へ
ん

に
わ

か
り

や
す

い
叙
述

に
な

っ
て

い

る
。

し

か
も
、

歴
史

的
経

緯

や
政
治

学

用
語

の
丁
寧

な
説

明

並
び

に
現

地

ル
ポ

と

い
う
形

で

の
親

し

み
や

す
さ

な
ど

、

一
般
書

と
し

て

の
工
夫

が
随

所

に
な

さ
れ

て

い
る
。

そ

の
意

味

で
、

新
書

と

し
て

と
て
も

読

み

や

す

い
内

容

に
な

っ
て

い
る
と

い
え

る
。
構
成

も

現
代

的
な

問
題

意
識

や
状

況

か
ら
、
過
去

に
遡

り

、
考
察

す

る
と

い
う
形

式

に
な

っ
て
お
り
、

こ
の
点

も
ま

た
わ

か
り

や
す

さ

の
要
因

と

な

っ
て

い
る
。

従

来
、

「
市

民
戦

争
」
は

.
内
戦

」
と

い
わ
れ

て
き

た
よ
う

に
、

市

民

と

い
う
視

点

は
、

比
較
的

希
薄

で
あ

り
、

む
し

ろ
過
小

評
価

さ

れ

て
き
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