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私
は
中
国
文
学

・
中

国
文
化
を
担
当

し
て

い
る
教
員

で
、
小

島
先
生

の
よ
う

に

「
歴
史
学

か
ら
見
た

日
中
関
係

」
の
よ
う
な

刺
激

の

い

っ
ぱ

い
あ

る
、
そ
う

い
う
報
告

は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、

大
変
個

人
的
な

こ
と
を
話

さ
せ

て

い
た
だ
き
ま
す
。

五
十
年
前
の
日
本

無
条
件
降
伏
に
よ
る
発
見

日
中

関
係

一
〇
〇
年

と
申

し
ま
す

と
、

生

き
て
き
た

と

い
う

こ
と
に
な

り
ま
す
。

顧
談

に
お

つ
き
あ

い
く
だ
さ

い
。

私
は
そ

の
半
分
以
上

そ

こ
で
、
す

こ
し
回

一
九

四
五
年

八
月
に
日
本
は
連
合
国

に
対

し
て
無
条
件
降
伏

を
し
ま
し
た
。

い
ま
振

り
返

っ
て
み
る
と
五
十
年
以
上
に
な
り

ま
す
が
、
そ

の
時

の
五
十
年
前

に
は
な

に
が
あ

っ
た

の
か
と
年

表

を
開

い
て
み
る
と
、

一
八
九

五

(明
治

二
八
)
年
三
月
に
下

関

で
伊
藤
博
文

・
陸
奥
宗
光
と
李
鴻
章
と
が

日
清
戦
争

の
講
和

談
判

を
開

い
て
お
り
ま
す
。

日
清
戦
争
と

い
え
ば
、
我

々
に
も

神

話
時
代
に
近

い
よ
う
な
遠

い
昔

の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
御

出
席

の
お
若

い
方

々
に
は
、

日
本

の
降
伏

と

い
う

の
は
、
我
々

が

日
清
戦

争

に
感

じ

る
よ
う

に
神

話
時
代

の
よ
う

に
思

わ
れ

る

こ
と

で
し

ょ
う
。

そ
の

こ
ろ
、
私
は
十

八
才

で
旧
制
高
等
学
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校

の

一
年
生

で
し
た
。
上
陸
し
た
ア
メ
リ
カ

の
戦
車

の
下
に
潜

り
込
ん

で
爆
破
す

る
訓
練
が

日
常

と
な

っ
て
い
た
時

で
、
も

は

や

日
本

の
将
来
が
見
え

て
い
ま
し
た
。
口
本

軍
の
戦
術

は

一
度

成
功
す
る
と
繰
り
返
す

こ
と

に
あ
り
ま
し
た
。
特
攻
隊
が
そ

の

好

い
例

で
す
。
忽

ち
相
手
は
対
抗
手
段
を
講

じ
ま
す
。

そ
れ

で

も
繰
り
返
し

て
、
失
敗
を
重
ね
ま
す

。
特
攻
隊
員

に
は
我

々
よ

り
も

っ
と
日
本

の
将
来

が
見
え

て
い
た
で
し

ょ
う
。
か
れ
ら

は

黙

っ
て
死
に
ま
し
た
。

と

こ
ろ
が

、
名
誉

の
戦
死

こ
そ
が

男
の
生
き
甲
斐
と

い

っ
て

い
た
人
が
、
敗
戦

を
境

に
、
諸

君

こ
そ
が
戦
後
復
興

の
担

い
手

で
あ
る
と

い
い
出

し
、
戸
惑

っ
た
の
は
当
然
と

い
う

の
は
お
わ

か
り

い
た
だ

け
る
と
思

い
ま
す
。
そ

の
時

に
私
が
得

た
教

訓
は
、

立
派

そ
う
な

こ
と
を
偉

そ
う
に

い
う
人
は
信
用
し

て
は
な
ら
な

い
。

こ
れ
は
今
も
続

い
て
お
り
ま
す
。

そ

の
時

に
、
私

の
課
題
と
な

っ
た

の
は
、
次

の
二
つ
で
し
た
。

一
つ
は
、

日
本
語
を
廃
止

し
て
、
国
語
は

フ
ラ
ン
ス
語

に
せ
よ

と

い
う
志
賀
直
哉
氏

ら

の
提
案

で
し
た
。
敗
戦
と
は
自
分

の
言

葉
ま

で
失
う

の
か
、

こ
れ
に
は
大
変
な

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し

た
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
後

で
す

こ
し
補

足
を

し
ま
す
。

第

二
は
、
十

五
年
戦
争

に
耐
え
抜

い
た
中
国
人
と
は
ど
う

い

う
民
族
な

の
か
?
と

い
う
恐
れ
に
も
似
た
疑
問

で
し
た
。
当
時
、

洞
庭
湖
付

近

の
守
備

隊

に

い
て
復

員
し
た
従

兄
は
、

「戦
争
が

終

っ
た
」
と
聞

い
た
時

に
、

つ
い
に
蒋
介
石
も
手
を
挙
げ

た
か

と
思

っ
て
喜
び

勇
ん
で
山

か
ら
下
り

て
き
た
そ
う

で
す
。

こ
の

頃

は
対
峙
し

て
い
る
が
、

と
く

に
激
し

い
戦
闘
は
な
く
、

日
本

軍
優
勢
と
思

い
込
ん
で

い
た
と

い
っ
て
い
ま

し
た
。

第

一
の
問
題

は
立
ち
消

え
に
な

っ
た

の
で
す
が
、
第

二
の
方

は
お

い
そ
れ
と
答

え
が
出

る

こ
と

で
は
な

い
の
で
、
抱

え
た
ま

ま

一
九

四
九
年

に
大
学

の
中
国
文
学
科

に
入
学
し
ま
し
た
。

こ

の
年

の
十
月

一
日
に
中
華
人
民
共
和
国

の
建
国
宣
言
が
さ
れ
た

の
で
、
卒
業
す

れ
ば
す
ぐ

に
も
留
学
す
る

こ
と
が

で
き
、
第

二

の
疑
問
に
取
り
組

め
る
と
、
単
純

に
喜
ん
だ
も

の
で
し
た
。

卒
業
し
た

の
は

一
九

五

二
年
、
昭
和

二
七
年
と

い
う

の
は
年

輩

の
方

は
御

記
憶

に
あ

ろ
う
か

と
思

う

の
で
す
が
、

い
わ

ゆ
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る

「
血

の
メ
ー
デ

ー
」

に
遭
遇

し
、
皇
居
前
広
場

に
突
入
し
た

デ

モ
隊
が
警
官
隊

の
発
砲

に
よ

っ
て
、

ふ
た
り

の
死
者
を
出
し

ま
し
た
。
私

の
い
た
中

国
文
学
科

で
は
魯
迅

の
有
名
な

「
血
債

ー

血
の
債
務
は
必
ず
同

一
物
で
償
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
支
払

い
が
遅
れ
れ
ば

遅
れ
る
ほ
ど
、

一
層
高

い
利
息
を

つ
け
な
け
れ

ば

な
ら
ぬ
」
と

い
う

こ
と
ば
、

こ
れ
は

一
九

二
六
年

に
、
凋
玉

章

の
国
民
軍
と
張
作
森
軍
と

の
戦
闘

に
日
本

軍
が
干
渉

し
、
段

棋
瑞
政
府

に
請
願

に
行

っ
た
デ

モ
隊

に
対
し
、
国
務
院

の
前

で

発
砲
、
学
生
ら

四
十
八
人
が
虐
殺
さ
れ
た
事
件

に
対
す

る
魯

迅

の
憤
り

の

こ
と
ば

で
す
。

(
一
九

八
九
年
六

月

四
日
の
天
安

門

事
件

の
際

に
も
、
各
大
学

の
門
前

の
死
者
を

弔
う
花
輪

に
、

こ

の

こ
と
ば
が
添
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
)
非
常

に
似

た
状
況
な

の

で
、

こ
の
言
葉
を
プ

ラ
カ
ー
ド

に
書

い
て
デ

モ
に
ゆ
く

の
は
適

切

で
あ

っ
た
と
思
う

の
で
す
が
、
偉

い
人

の
言
葉
を
そ

の
ま
ま

自
分

の

言
葉
と
す

る

の
に
は
抵
抗
感
が
あ
り
ま

し
た
。

こ
れ
を
契

機

に
、
魯

迅
を
鍵

に
第

二
の
疑

問
を

解

こ
う

と

思

っ
た

の
が
、
私

の
研
究

の
第

一
歩

と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ

に

つ
い

て
も

、

あ

と

で
お

話

し

た

い
と

思

い
ま

す
。

一
三
〇
年
前
の
日
本

明
治
維
新
政
府
の
近
代
化
政
策

そ

こ
で
、
第

一
の
問
題

に
も
ど

り
ま
す

が
、

=
二
〇
年
前

の

日
本

と
レ
ジ

ュ
メ
に
書

い
た

の
は
明
治
維
新
政
府
が

で
き
た
時

の
意
味

の
つ
も
り

で
す
。

こ
の
時
を
契
機

に
、
第

一
の
問
題
に

つ
い
て
考

え
た

こ
と
を
申
し
あ
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。
幕
藩
体

制

と

い
う

の
は
、

い
わ
ば

地
方
分
権

と

い
う
制
度

と
理
解
し

て

お

り
ま
す
が
、
江
戸
幕
府
を
打
倒
し

て
近
代
的
中
央
集
権
政
府

を

つ
く

る
た
め

に
、
維
新

派
が
最
初

に
着
手
し
た
の
は
、
首
脳

部
が
そ
ろ

っ
て
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸

国
の
視
察

に
出
か
け

る
こ
と

で
し
た
。
そ
れ
は
岩
倉
訪
欧
使
節
団
と
呼
ば
れ

て
お
り
ま
す
が
、

岩
倉
具
視
は
、
明
治

四
年

か
ら
明
治
六
年
ま

で
の
外
遊
中

い
っ

さ

い
何
も
す
る
な
と

い
い
残

し
て
出
か
け
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、

留
守

を
あ
ず

か
る
西
郷
隆
盛

は
征
韓
論
に
く

み
し
、
ア
ジ

ア

へ

の
侵
略

を
開
始

し
よ
う

と
し
ま
す
。
こ
れ
は
明
治

一
〇
年

の
「
西
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南

の
役

」
で

一
応
圧
殺
さ
れ
ま
す
が
、

明
治
二
七
年

に
は
実
行

に
移
さ
れ
ま
す
。
そ

の
準
備
と
し

て
、
維
新
政
府

は
ヨ
ー

ロ
ッ

パ

モ
デ

ル

の
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
王
室
体
制
を

日
本

に
も
ち

こ
み
、
全
面
欧
化
を
進

め
ま
し
た
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
繁
栄
を

日

本

に
移
植
す

る
た
め

に
は
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

を
模
範

と
し
、
追

い

つ
き
追

い
越
せ
が
目
標

で
す
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
繁
栄
が
植
民
地

獲
得

に
あ

っ
た

こ
と
も
目
標
に
取
り

入
れ
ら
れ
国
策

と
な
り
ま

す
。
そ

れ
は
、
韓

国
併
合
、

「
満
州
」

へ
の
侵

略

と

い
う
、

そ

の
後

の
日
本

の
進
路
を
見
れ
ば

、
歴
然

と
し
て
お
り
ま
す
。

日
本

の
伝
統
、
伝
統

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
か
ど
う

か
疑
問

で
す

が
、

そ

れ
を

捨

て

て
、

日
本

を

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

に
す

る

の

が

日
本

の
近
代
化

へ
の
道

の
結
論

で
し
た
。

そ
れ
を
背
後

か
ら

援
助
し
た

の
は
、
慶
応
義
塾

を
創
立

し
た
福
沢
諭
吉

で
す
。
鹿

鳴
館
時

代
と
呼
ば

れ
る
ら
ん
ち
き
騒
ぎ

(招
待
宴

・
舞
踏
会
)

は
、

そ

の
象
徴

と

い
え
ま

し

ょ
う
。
徳

川
慶
喜

の

「
大

政
奉

還
」

に
よ

っ
て
、
古

い
し
が
ら
み
を
断
ち

切

っ
て
い
る
だ

け
に

効
率
よ
く
近
代
化
は
進

め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
故

に
大

国
清

国

に
勝

利

で
き

た

の
で
あ

ろ

う
と
思

う

の
で
す
が

、

い
か
が

で

し
ょ
う
か
。

中
国
は
ア

ヘ
ン
戦
争

の
痛
手
か
ら

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
軍
事
力
を

取
り
入
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
そ

の
基
本
方
針
は

「中
体
西

用
」

で
し
た
。
中

国
文
明

の
上

に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
技
術
を
接
き

木
す

る

こ
と

で
十
分
と
考

え
た
の
で
し

ょ
う
。
中
国

の
近
代
文

学

の
父
と
よ
ん

で
よ

い
魯
迅
と

い
う
人
が

「中
国

で
は
机

一
つ

動
か
す

に
も
血
を
見
ず

に
は
す
ま
な

い
」

と

い

っ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
れ
は

三
千
年

の
文
化

に
対
す
る
自
信
と
誇
り
に
裏
打

ち
さ
れ
た
保
守
性
と

の
闘

い
だ

か
ら

で
す
。

日
本

は
古
く
か
ら
優
れ
た
文
化
を
導
入
す
る

こ
と

に
熱
心

で

し
た
。
明
治
維
新
前
は
中
国
、
以
後
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

で
す
。
中

国
と
違

っ
て
、
立
派
な

日
本
座
敷

の
隣

に
洋
式

の
応
接
間
を
作

る
こ
と

に
抵
抗
感

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

明

治
時

代

に
森

有
礼

が

国
語
と

し

て
英

語
採

用
論
を

と
な

え
、
か

え

っ
て
お
雇

い
外
国
人

の
ホ
イ

ッ
ト

ニ
ー

に
た
し
な
め

ら

れ
た
り

し

て
お

り
ま
す
。
、
戦
後

に
国
語
を

フ
ラ

ン
ス
語

に
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せ

よ
と

い
う

の
も
、
全
面
洋
化

の
線
上

に
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ

ま
す
。

民
族

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
言
語
と
宗
教

・
民
族
を

抜

き
に
し

て
は
考

え
ら
れ
な

い
と
思
う

の
で
す
が
、
超

エ
リ
ー

ト

に
は
、
恐

ろ
し

い
こ
と

に
、

日
本

語

は

い
と

も
た

や
す

く

放
棄

で
き
る
も

の
と
さ
れ

て

い
た
わ
け

で
す
。
も
ち

ろ
ん
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
追
随
す

る
た
め

で
す
。

そ
れ
に
対

し
て
、
中
国

は

「
中
学

」

(
三
千
年

の
伝
統
文
化

)

を

土
台

に

「
西
用

」

(
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
技
術
)
を
導

入
し
よ
う

と
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
失
敗

し
ま

し
た
が
、
中
国
流

の
近
代
化

路
線

の
設
定

で
す
。

こ
れ
が
失
敗

し
た

の
は
当
然

と

い
え
ま
す

が

、
日
本
が
伝
統
文

化
を
棄

て
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

に
な

ろ
う
と
し

た

の
と
比
較
す

る
と
、
日
中
間

の
理
解

は
容
易

で
は
な

い
と
思

い
ま
す
。

た
だ

し
、
自
主

的
判
断

を
棄

て
て
大

国
を
模
倣

し
、

追

い
越

せ
ば

一
段

と
す
ぐ
れ
た
近
代
化
が
達
成

で
き

る
と

い
う

の
は
安
易
な
方
法

で
す
。

魯
迅
と
の
出
会
い

魯
迅

の
問
題
は

一
筋
縄

で
は

い
か
な
か

っ
た

の
で
す
が
、
す

ぐ

れ
た
先

達

が

い
ま

し

た
。

竹

内
好

と

い
う
人

で
す
。
昭
和

一
九
年

に

『
魯
迅
』

と

い
う
本

を
公
刊

し
て
お
り
ま
す
。
そ

の

前
年

に
応
召
し

て
中
国
戦
線

に
送

ら
れ
た
か
れ

の

『
魯
迅
』
は
、

遺
書

で
も
あ

っ
た

の
で
し

ょ
う
。
気
合

の
篭

っ
た
も

の
で
、
日

本
浪
漫
派
ば

り

の
晦
渋
な
文
章

に
は
、
戦
時

下
で
単
純
化
し
た

頭
脳

で
繰
り
返
し
読
み
な
が
ら
腹
立

た
し
く
さ
え
思

え
た

の
で

す
が
、
単
純
化

し
な

い
強
靭
さ
に
う
た
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
続

く
戦
後

の

『
現
代
中
国
論
』

『
日
本
イ
デ

オ

ロ
ギ

イ
』

『
知
識
人

の
課
題
』

な
ど
は
、
賛
成
し
か
ね
る
と
感
じ
る
部
分
も
あ
り
ま

し
た
が
、
魯
迅
か
ら
何
を
学
ぶ

か

の
指
針
と
な
り
ま

し
た
。

魯
迅

に
次

の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
、
初
め
読

ん
だ
時
は
、
同

じ
内
容
を
言
葉
を
変

え

て
い

っ
て
い
る
と
思

っ
た
の
で
す
が
、

き
れ

い
ご

と

の
好
き
な
学
者

た
ち
が
、
ど
ん
な

に
飾
り
立

て
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て
、
歴
史

を
書
く

と
き

に

「
漢
族

発
祥

の
時

代
」

「
漢
族

発
達

の
時
代
」

「
漢
族
中

興

の
時
代

」
な
ど

と
、
立
派

な
題
を

設
け

よ
う

と
、
好
意

は
ま

こ
と
に
あ
り
が
た

い
が
、
措

辞
が
あ
ま
り

に
も
ま

わ
り
く
ど

い
。
も

っ
と
、
そ

の
も

の
ズ

バ
リ

の
言
い
方

が
、

こ
こ
に
あ

る

。

一
、
奴
隷

に
な
り
た
く

て
も

な
れ
な

い
時
代
、

二
、
当
分
安
全

に
奴
隷

に
な

り
お
お
せ

て
い
る
時
代
。

こ
の
循
環
が
、
つ
ま
り

「
先
儒
」

の
い
わ
ゆ
る

二

治

一
乱
」

で
も
あ
る
。

(松
枝
茂
夫
訳

「
灯
火
漫
筆
」
、

『墳
』
岩

波

『魯

迅
選
集
』
)

こ
れ

は

一
見
す

れ
ば

同

じ

こ
と
を

い

っ
て

い
る
よ

う

で
す

が
、

あ

る
時
、

コ

治

一
乱
」

は
、
支

配
者

の
立
場

か
ら

見
た

歴
史

で
あ
り
、
後
者
は
被
支

配
者

の
立
場

か
ら

の
提

言

で
あ
る

と
悟
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
、
天
子
お
よ
び
支

配
階
級

と
被
支

配
階
級

の
関
係

を

見

る
視
座
が
あ
る
と
思

い
ま

す
。
被
支
配
階
級

の
理
想

の
境
地

は
次

の
よ
う
な
も

の
で
す
。

日
出

で
て
作

(
た
が
や
)
し
、

日
入
り

て
息

(
い
こ
)

井
を
墾

(
う
が
)

っ
て
飲
み
、

田
を
耕
し

て
食
ら
う
、

帝
力
何
ぞ
我

に
あ
ら
ん
や

(
『
十
八
史
略
』

五
帝
)

う

、

こ
れ
は

「
帝
な
ど
と
偉
そ
う
な
顔
を
し

て
構

っ
て
く

れ
な
く

て
も
、
自
分

た
ち

で
必
要
な

こ
と
は
や

っ
て
い
る
。
お
節
介
は

や
め

て
く
だ

さ

い
」
と

い
う
の
が
被
支

配
階
級

の
民
衆

の
希
望

で
あ
る
と

い
う

こ
と

で
す
。
民
衆

の
眼
か
ら
見
れ
ば

「政
治
と

は
、
奴

隷

に
な
れ
る
か
な
れ
な

い
か
」
な

の
で
す
。

こ
れ
で
魯

迅

の
眼

の
あ
り
ど

こ
ろ
が

わ
か
り
ま
す
。
中
国
か

ら
建
前

の
発
言

と
本
音

の
発
言
を
見
分
け

る
た
め
に
は
、
魯
迅

の
足
　

を
追

う
の
で
は
な
く
、
魯

迅
の
求
め
た
も

の
を
追

う
の

が
魯

迅
研
究

の
最
も
重
要
な
課
題
で
は
な

い
で
し

ょ
う
か
。
私

の
申

し
た

い
こ
と
は
そ
れ

に
尽
き
る
の
で
す
が
、
御
批
判
を

い

た
だ
き

た

い
と
思

い
ま
す
。
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な
お
、

エ
ド

モ
ン
ド

・
ヒ
ラ
リ
ー
卿
と

い
え
ば
、
あ

の

エ
ベ

レ

ス
ト

(
中
国

で
は
チ

ョ
モ
ラ

ン
マ
と
よ
び
ま
す
)

に
初
登
頂

を
し
た
イ
ギ
リ

ス
隊

員
で
す
が
、

か
れ

は

エ
ベ
レ
ス
ト

へ
の
挑

戦

に

つ
い
て
の
質

問
に

「な
ぜ
な

ら
ば
、

そ
れ
が
そ

こ
に
あ

る

か

ら
だ
」
と
答

え
た
と
伝

え
ら
れ
ま

し
た
。

そ
の
後

こ
の

こ
と

ば

は
よ
く
引
用
さ
れ
た
も

の
で
す
。

た
と
え
ば

万
引
を

し
た
人

の
言

い
訳
な
ど
。
そ

の
時
私

は
偉
大
な
壮
挙
を
成

し
遂
げ

た
人

物

と
し

て
は
、
つ
ま

ら
な

い
男
だ
と

い
う
印
象
を
も
ち
ま
し
た
。

そ

の
こ
と
を

口
に
出
し
た
と

こ
ろ
、

イ
ギ

リ

ス
文
学
専
攻

の
友

人

に
た
し
な
め
ら
れ
ま
し
た
。
原
語
が
何

で
あ

っ
た
か
記
憶

に

あ

り
ま
せ
ん
が
、
た
ぶ
ん

「
切
。
8
塁
。
一二
,・
}
o
「o
」

で
し

ょ
う
。

友
人

の
説

に
よ
れ
ば

「
あ

の
蟹
は
神

を
指

し
、

畏
敬

し
て
や

ま
な

い
も

の
を
意
味
す

る
の
で
、
あ
れ
は
誤
訳

で
す

よ
」

と

の

こ
と
。
そ

こ
で
、
た
だ

の
登
山
家

に
過
ぎ

な

い
と

い
う
私

の
不

明
を
恥

じ
、
認
識
を
改
め

て
ヒ
ラ
リ
ー
卿
を
尊
敬

す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

こ
ん
な

こ
と
を
何
故

言

っ
た

か
と
申

し
ま
す

と
、
中

国
を
、

イ
ギ

リ

ス

・
ア
メ
リ
カ
な
ど
と
並

べ
て
、
た
ま
た
ま
中
国
を
研

究

対
象

に
し
た
と
思
わ
れ
る
も

の
が
、
目
に

つ
く
か
ら

で
あ
り

ま
す
。

T
が

ヒ
ラ
リ
i
卿

の
意
味

で
あ
る
よ
う
な
中
国
研
究
家

が
輩

出
す
る

こ
と
を
願

っ
て
や
ま
な

い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

二
十

一
世
紀
に
向
け
て
の
覚
悟

接
ぎ
木
で
な
い
日
本
の
あ
り
か
た

現
在

の
日
本
は
ア
メ
リ
カ
追
随

と

い
う
政
策

で
、

ア
ジ

ア
の

一
員

と

い
う
自

覚

に
乏

し

い
よ
う

に
思
わ

れ
ま
す
。
今

後

の

我

々
の
選
択
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
の
答

は
、
ま
だ
見

つ
か

っ
て

い
な

い
よ
う

で
す
。
国
際
基
督
教
大
学

で
武

田
清

子

教
授
が
加
藤
周

一
・
木

下
順

二

・
丸
山
真
男

の
三
氏
を
講
師
に

「
日
本
文
化

の
か
く

れ
た
形

〈
カ
タ

〉
」
と

い
う
題

で
連
続
講
演

会
を
開

い
て
、

そ
の
講

演
記
録
が
岩
波
同
時
代

ラ
イ
ブ

ラ
リ
!

の

一
冊
と
し
て

一
九
九

一
年

に
刊
行

さ
れ

て
お
り
ま
す
。
そ
の

な

か

で
、
丸
山

氏
は
あ

た
ら
し

い
文
化

の
摂

取
に
あ

た

っ
て
、
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「
執
拗

低
音
」

〈
音
楽

学

で

い
う
主
旋

律

に
対

し

て
、
同

じ
メ

ロ
デ

ィ
を

何
度

も

何
度

も
繰

り

返

し

て
、
主

旋
律

を

微
妙

に

変
え
る
も

の

〉

こ
れ
が
伝
統
と

い
う
も

の
と
思

い
ま
す
が

そ
れ
に

つ
い
て
指
摘

し
て

い
ま
す
。

ま

た

そ

の

「
ま

え

が

き

」

で

武

田

氏

は

和

辻

哲

郎

の

一
九

三
四
年

の

『
日
本
精
神
』
の

一
部

を
紹
介

し

て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は

「
口
本
人

ほ
ど
敏
感

に
新
し

い
も

の
を
取
り
入
れ
る
民

族

は
他

に
な

い
と
と
も

に
、
ま
た

口
本
人

ほ
ど
忠
実

に
古

い
も

の
を
保
存
す

る
民
族
も
他

に
な

い
で
あ
ろ
う
」
と

い
う

日
本
文

化

の
重
層
性

と

い
う
特
徴
を
指
摘
し

て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
先

に
あ
げ

た
日
本
座
敷

の
隣

に
洋
式

の
応
接
闇
を
作

っ
て
不
思
議

と
感

じ
な

い
な
ど

と
い
う

こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

我

々
は
、

こ
う

し
た

日
本

文
化

の
過
去

の
あ
り
か
た
を
見
す

え
て
、
将
来

に
向
か
う

べ
き

で
は
な

い
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
に

よ

っ
て
今
後

の
日
中

の
あ
り
か
た
が
見
え

て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ

ま
す
。

日
本

の
側

の

「
執
拗

低
音

」

に
あ
た

る
も
の

に
は
、

柳

田
国
男

の
業
績
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
手
前

味
噌
に
な
り
ま
す

が
、

神
大

に
は
常

民
文

化
研
究
所
が
あ

る

こ
と
を
紹
介
し

て
、

終

わ
り
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。


