
オックスフォード大学セントアンズ・カレッジを代表いたしまして、この度の「日本文明研究所」の設立と盛大なる記念シンポ
ジウムの開催を心よりお祝い申し上げます。貴研究所の斬新な研究が本学を含む世界の日本研究者たちに知識とインスピレーショ
ンを与え、国際理解の推進に貢献するだけでなく、日本国民の方々に祖国へのさらなる愛情と誇りを与える偉業を達成されること
は間違いありません。貴研究所の先生方の輝かしいご活躍と、都築学園グループのますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

オックスフォード大学セントアンズ・カレッジ学長　ティム・ガーダム

この度は、世界初の「日本文明研究所」の設立、ならびに設立記念シンポジウムの開催、誠におめでとうございます。ケンブリ
ッジ大学フィッツウィリアム・カレッジ学長はじめ教授一同は、本研究所が世界的に著名な有識者を有し、そのユニークかつ最先
端の「日本の個性研究」において世界の学術界をリードして行かれることを信じ、大きな期待と喜びを感じております。貴学園の
歴史ある提携校として大変誇りに思いますとともに、今後、我々の提携が一層活性化されることを心より楽しみにしております。

ケンブリッジ大学フィッツウイリアム・カレッジ学長　ニコラ・パドフィールド

日本は独特の歴史、宗教、文化をはじめとし
て、固有の文明を形成してきました。
 サミュエル・ハンチントン博士は、その名著
『文明の衝突』で中国文明とは異なる日本文明を
新たに位置づけています。
本財団は、日本自身が認識していない日本の
アイデンティティ＝個性として、相互に関連す
る次の5つのカテゴリーの研究を深め、日本文明
の研究と伝承を行うと同時に積極的な国内外へ
の発信を行って参ります。

• 思想･哲学･倫理領域─日本思想、やまとごこ
ろ、和の精神
• 経済経営領域─老舗　
• 工芸・技術領域─美術、工芸、ファッション、
ポップカルチャー、建築、テクノロジー
• 医療領域─漢方、和食、医食同源
• 総合領域─政治、宗教

これらの研究を深め、啓蒙活動を通して日本お
よび世界の未来の平和と継続的発展へ貢献するこ
とを目的といたします。

理事長、都築学園グループ総長　都築仁子

世界史の流れのなかでヨーロッパが唯一、近代
化のモデルをつくりあげたとされている。だがヨ
ーロッパ以外で日本だけ、それに拮抗する独自の
近代化の過程を歩み先進国となることができた。
日本列島は災害列島と呼ばれるほど洪水、噴
火、地震、津波に襲われてきた。だが、清らか
な水に恵まれ、爽やかに四季が訪れ、人びとの
気質も緩やか、創意工夫に熱心でかつ勤勉、独
自の文明を築いてきた。

経済や人的交流がよりグローバル化するなか
で、日本と日本人には自分たちの拠り所につい
てより深い洞察が求められている。他の文明を
受け入れる寛容な精神は、己れを知るところか
らはじまるのである。
国際社会で日本の果たす役割はますます重要
になるだろう。日本文明研究所は有為の人材が
切磋琢磨できる場所として誕生する。

所長　猪瀬直樹

一般財団法人日本文明研究所　住所：〒150-0031　東京都渋谷区桜丘町24-5　電話：03-5456-8082　fax：03-5456-8388
　　　　　　　　　　　　　　ウェブサイト：http://www.japancivilization.org/　設立：2015年8月　デザイン：アーティザンカンパニー　印刷：エース印刷株式会社

海外からの祝辞

設立にあたって

所長から
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し
た
。
そ
の
際
、
震
災
復
興
の
め
ざ
ま
し

さ
も
あ
っ
て
、
海
外
の
教
育
関
係
者
か
ら
、

「
日
本
で
は
、
ど
う
い
う
教
育
を
し
て
い

る
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
が
少
な
く
な

い
の
で
す
が
、
実
際
に
は
私
ど
も
が
認
識

し
て
い
な
い
こ
と
が
非
常
に
大
半
で
あ
り

ま
す
。
私
自
身
は
、
即
座
に
答
え
ら
れ
な

い
問
い
を
解
く
鍵
は
日
本
の
伝
統
と
歴
史

の
中
に
眠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
日
々
、
実
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

米
国
の
国
際
政
治
学
者
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
博
士
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

日
本
は
、
中
国
文
明
の
端
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
日
本
文
明
と
し
て
独
自
の
固
有
の

文
明
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味

で
も
、
こ
の
日
本
文
明
と
は
一
体
何
な
の

か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
取
り
組
み
の
中

で
、
未
来
に
向
け
て
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ

ル
な
社
会
に
対
し
て
、
国
内
は
も
と
よ
り

海
外
に
も
発
信
を
重
ね
、
日
本
が
世
界
、

地
球
に
貢
献
で
き
る
要
素
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
研
究
所
を
通
し
て

解
明
し
発
信
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
本
日
は
そ
の
キ
ッ
ク
オ
フ
の

大
事
な
ス
タ
ー
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ

ん
と
一
緒
に
こ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
切

り
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
ま
で
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

司
会
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご

来
賓
よ
り
祝
辞
を
頂
戴
し
た
い
と
存
じ
ま

す
。
株
式
会
社
紀
伊
國
屋
書
店
代
表
取
締

役
社
長
の
高
井
昌
史
さ
ま
よ
り
ご
祝
辞
を

賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

高
井
　
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し

た
紀
伊
國
屋
書
店
の
高
井
で
ご
ざ
い
ま
す
。

祝
辞
と
言
わ
れ
て
私
こ
の
文
明
研
究
所
の

理
事
を
仰
せ
付
か
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、

こ
の
日
本
文
明
研
究
所
を
し
っ
か
り
し
た

団
体
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
役

目
を
背
負
っ
て
お
り
ま
す
。
紀
伊
國
屋
書

店
は
都
築
学
園
グ
ル
ー
プ
と
本
当
に
長
い

お
付
き
合
い
で
お
取
り
引
き
を
い
た
だ
い

て
非
常
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
都
築
総

長
に
は
長
年
、
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
個
人
的
に
も
総
長
の
教
育
へ
の
情
熱
、

経
営
力
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
は
心
よ
り

感
服
し
て
お
り
ま
す
。
本
団
体
に
つ
い
て

も
常
々
、
構
想
は
う
か
が
っ
て
お
り
ま
し

た
が
、
か
く
も
迅
速
か
つ
、
こ
の
よ
う
に

立
派
な
式
典
を
挙
行
し
、
田
原
先
生
、
猪

瀬
先
生
、
後
藤
先
生
を
招
い
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
開
催
で
き
る
と
は
ま
さ
し
く
総
長

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
賜
物
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

私
自
身
は
、
都
築
学
園
グ
ル
ー
プ
の
横

浜
薬
科
大
学
の
学
外
理
事
も
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
実
は
同
大
学
は
、
今

年
全
国
で
最
も
受
験
生
が
集
ま
っ
た
学
校

で
、
受
験
者
の
前
年
対
比
の
伸
び
率
が
一

七
八
％
と
ダ
ン
ト
ツ
の
人
気
校
で
す
。
二

位
に
は
一
二
〇
～
一
三
〇
％
台
が
あ
り
ま

し
た
が
あ
と
は
ど
こ
も
一
〇
〇
％
割
れ
の

と
こ
ろ
ば
か
り
。
こ
れ
も
す
ば
ら
し
い
総

長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
し
ょ
う
。
ま
た

横
浜
薬
科
大
学
に
は
江
崎
玲
於
奈
先
生
が

学
長
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び
は

猪
瀬
直
樹
先
生
が
所
長
に
就
任
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
、
私
も
し
っ
か
り
や
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

紀
伊
國
屋
書
店
は
全
国
で
大
型
店
を
六

六
店
舗
、
海
外
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
、
バ
ン
コ
ク
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

シ
ド
ニ
ー
、
中
東
ド
バ
イ
ま
で
二
七
店
舗

を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。「
日
本
」
を
世

界
に
発
信
し
て
い
こ
う
と
い
う
総
長
の
お

考
え
に
私
も
微
力
な
が
ら
お
手
伝
い
で
き

る
よ
う
、
し
っ
か
り
日
本
の
文
明
を
世
界

に
広
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

本
日
は
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会
　
高
井
さ
ま
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
株
式
会
社

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
代
表
取
締
役
社
長
の
清
水

卓
智
さ
ま
に
ご
祝
辞
を
賜
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
清
水
さ
ま
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

清
水
　
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま

し
た
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
の
清
水
で
ご
ざ
い
ま

す
。
昨
日
お
電
話
を
い
た
だ
い
て
ご
案
内

を
受
け
ま
し
て
、
お
邪
魔
し
た
の
で
す
が
、

祝
辞
を
頼
ま
れ
ま
し
た
も
の
の
何
を
話
し

て
よ
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
原
稿

に
し
て
き
ま
し
た
も
の
を
読
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
皆
さ
ん
に
は
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
の

社
長
が
な
ぜ
こ
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

が
疑
問
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
は

私
が
本
日
こ
こ
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し

た
の
は
私
ど
も
の
創
設
者
の
松
下
幸
之
助

と
都
築
グ
ル
ー
プ
さ
ん
と
は
相
当
以
前
か

ら
深
い
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、

素
敵
な
交
流
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
と
聞
き

及
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
ご
縁
が
あ

り
、
お
招
き
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

　

松
下
幸
之
助
の
こ
と
を
少
し
お
話
し
さ

司
会
　
本
日
は
公
私
と
も
に
大
変
お
忙
し

い
中
、
一
般
財
団
法
人
日
本
文
明
研
究
所

設
立
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
出
席
賜
り

大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
司
会
を

担
当
い
た
し
ま
す
生
島
佳
代
子
と
申
し
ま

す
。
本
日
は
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
三
名
の
先
生
方
に
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
入
り
ま
す
前

に
開
設
記
念
に
あ
た
り
、
一
般
財
団
法
人

日
本
文
明
研
究
所
理
事
長
で
都
築
学
園
グ

ル
ー
プ
総
長
の
都
築
仁
子
先
生
よ
り
ひ
と

言
ご
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

都
築
　
皆
さ
ん
こ
ん
ば
ん
は
。
残
暑
厳
し

い
中
に
も
、
秋
の
訪
れ
が
感
じ
ら
れ
る
よ

う
な
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
本
日
は
一
般

財
団
法
人
日
本
文
明
研
究
所
設
立
記
念
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
ま

し
て
、
大
勢
の
皆
さ
ま
に
ご
出
席
し
て
い

た
だ
き
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
本
文
明
研
究
所
は
、
作
家
の
猪
瀬
直

樹
先
生
を
所
長
に
お
迎
え
し
、
本
学
の
後

藤
俊
夫
教
授
を
会
長
と
し
て
設
立
し
、
本

日
は
田
原
総
一
朗
先
生
を
ゲ
ス
ト
と
し
て

お
迎
え
し
て
、
そ
の
記
念
と
し
て
こ
の
よ

う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
運
び
と

な
り
ま
し
た
。

　

戦
後
七
〇
年
を
経
て
、
日
本
は
海
外
か

ら
「Japan as N

o.1
」
と
言
わ
れ
、

「Japan bashing

」
を
受
け
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。し
か
し
、バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
は
、

「Japan passing

」、
は
た
ま
た
「Japan 

nothing

」
と
言
わ
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
評
価
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
東
日
本
大
震
災
を
経
て
、
あ

ら
た
め
て
日
本
に
対
す
る
賞
賛
の
声
も
聞

か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
都
築
学
園

グ
ル
ー
プ
は
全
国
で
世
界
中
か
ら
最
も
多

く
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
学
園
で

し
て
、
そ
の
留
学
生
た
ち
は
日
本
の
こ
と

を
も
っ
と
知
り
た
い
、
日
本
で
学
び
た
い

と
い
う
思
い
で
一
心
に
勉
学
に
励
ん
で
お

り
ま
す
。

　

近
年
、
学
園
で
は
世
界
の
著
名
大
学
で

あ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
、
そ
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
と
の
国
際
交
流

を
通
し
、
日
本
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
や
質
問
を
受
け
る
機
会
が
多
く
な
り
ま

日本文明研究所設立記念のシンポジウムが、2015年8月28日東京・渋谷の日本経済大学で開催されまし
た。パネリストは、ジャーナリストの田原総一朗、作家で同研究所所長の猪瀬直樹、日本経済大学大学院
教授の後藤俊夫の三氏で、「戦後70年を迎えて～日本文明の特徴とは」をテーマに行われました。以下、
その内容をご紹介いたします（鼎談部分は『週刊読書人』2015年9月25日号より転載）。

田原総一朗 × 猪瀬直樹 × 後藤俊夫

戦後70年を迎えて、
日本文明の特徴とは

ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ッ
シ
ン
グ

ナ
ッ
シ
ン
グ

ジ
ャ
パ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン

ジ
ャ
パ
ン
・
バ
ッ
シ
ン
グ

設 立 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム

都築仁子理事長

紀伊國屋書店高井昌史社長
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猪
瀬
　
文
明
と
は
何
か
。
日
本
文
明
研
究

所
の
設
立
趣
意
に
そ
の
名
が
あ
が
っ
て
い

る
国
際
政
治
学
者
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン

チ
ン
ト
ン
博
士
は
、
そ
の
著
書
『
文
明
の

衝
突
』
の
中
で
、
現
在
の
文
明
を
分
類
す

る
と
、
八
つ
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
一
つ
は
、
近
代
社
会
を
作
っ
た
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
明
。
対
す
る
ロ
シ
ア
正
教
会
系

の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
。
イ
ス
ラ
ム
文
明
、

イ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
ヒ
ン
ズ
ー
文
明
、

ア
フ
リ
カ
文
明
、
南
ア
メ
リ
カ
を
含
め
た

ラ
テ
ン
文
明
。
ア
ジ
ア
で
は
中
国
文
明
。

韓
国
も
中
国
文
明
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
八
つ
目
に
日
本
文
明
。
中
国
文
明

と
日
本
文
明
を
分
け
て
考
え
て
い
る
の
で

す
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
日
本
文
明
と
は

何
か
。

「
日
本
ら
し
さ
」
の
認
識
は
千
差
万
別
で

す
。
二
年
前
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
で
は
、

日
本
の
い
い
と
こ
ろ
を
で
き
る
だ
け
集
め

て
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
し
か
し
招
致
が

決
ま
っ
た
後
、
日
本
人
の
悪
い
と
こ
ろ
が

露
わ
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
新
国
立
競

技
場
の
問
題
が
浮
上
し
ま
し
た
。
一
五
五

〇
億
円
と
い
う
値
が
出
ま
し
た
が
、
二
五

〇
〇
億
円
か
ら
、
一
〇
〇
〇
億
円
引
い
て
、

数
字
的
に
辻
褄
を
合
わ
せ
れ
ば
そ
れ
で
い

い
の
か
。
安
倍
首
相
が
七
月
十
七
日
に
白

紙
撤
回
を
決
定
し
ま
し
た
が
、
こ
の
問
題

が
ズ
ル
ズ
ル
続
く
と
、
二
〇
二
〇
年
の
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
、
競
技
場
が
間
に
合

わ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
決
断
不
在
は
現
在
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
一
九
四
五
年
に
遡
る
と
、

八
月
六
日
に
広
島
、
九
日
に
長
崎
に
原
爆

が
落
と
さ
れ
て
も
、
日
ソ
中
立
条
約
を
無

視
し
ソ
連
が
対
日
参
戦
し
た
と
こ
ろ
で
も
、

御
前
会
議
で
ま
だ
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を

決
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
堂
々
巡
り
の
議
論

の
末
、
よ
う
や
く
八
月
十
四
日
夜
受
諾
、

翌
十
五
日
終
戦
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
も

っ
と
戦
争
が
長
引
い
て
い
た
ら
、
三
発
目

の
原
爆
が
落
と
さ
れ
、
ソ
連
侵
攻
で
北
海

道
は
「
北
海
道
人
民
共
和
国
」
に
な
っ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
決
断
で
き
な

い
と
い
う
欠
点
を
、
日
本
は
昔
も
今
も
課

題
と
し
て
抱
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
戦
後
七
〇
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、

日
本
に
と
っ
て
あ
の
戦
争
は
何
だ
っ
た
の
か

と
い
う
分
析
、
総
括
の
足
り
ぬ
ま
ま
、
安

保
法
案
改
正
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
討

議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
現
在
の
日

本
が
直
面
し
て
い
る
そ
の
問
題
か
ら
、
田

原
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
原
　
毎
週
土
曜
日
の
朝
十
時
か
ら
、
Ｂ

Ｓ
朝
日
で
「
激
論
！
ク
ロ
ス
フ
ァ
イ
ア
」

と
い
う
番
組
に
出
演
し
て
い
る
の
で
す
が
、

明
朝
放
送
の
番
組
を
、
昨
日
収
録
し
た
の

で
す
。
自
民
党
か
ら
元
自
衛
隊
の
ヒ
ゲ
の

佐
藤
正
久
、
民
主
党
か
ら
福
山
哲
郎
、
維

新
の
党
の
小
野
次
郎
、
い
ず
れ
も
参
議
院

の
、
安
保
関
連
法
改
正
問
題
の
中
心
的
メ

ン
バ
ー
で
す
。
三
人
に
安
保
に
つ
い
て
聞

き
ま
し
た
。
全
く
議
論
が
進
展
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
「
安
全
」

や
「
抑
止
力
」
と
い
う
言
葉
で
も
、
三
者

で
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
バ
ラ
バ
ラ
。

　

戦
後
七
〇
年
間
、
日
本
は
安
全
保
障
を

ま
と
も
に
考
え
て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
。

安
保
に
つ
い
て
考
え
な
い
こ
と
こ
そ
が
、

平
和
だ
と
思
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
安
保
法

案
を
改
正
し
て
、
実
際
に
戦
争
が
起
き
た

と
き
、
日
本
は
ど
う
対
処
す
る
の
か
、
後

方
支
援
と
は
何
を
す
る
の
か
、
ど
ん
な
リ

ス
ク
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
具
体
的
な
事

柄
に
つ
い
て
、
話
合
い
が
で
き
る
共
通
の

フ
ィ
ー
ル
ド
が
な
い
ん
で
す
。

　

日
本
文
明
を
考
え
る
に
し
て
も
、
現
在
、

日
本
人
は
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
い
な
い
。

そ
の
バ
ラ
バ
ラ
の
世
界
認
識
を
ど
う
す
れ

ば
い
い
の
か
、
そ
こ
か
ら
話
を
始
め
る
必

要
が
あ
る
。

猪
瀬
　
戦
後
の
日
本
は
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ

ン
ド
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
に
リ
ア
ル

は
な
い
。
門
番
は
ア
メ
リ
カ
兵
で
、
沖
縄

だ
け
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
外
に
あ
る
。

七
〇
年
間
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
中
で
、

平
和
で
安
定
し
て
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考
え
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

我
々
は
日
本
の
自
画
像
を
、
今
、
改
め
て

知
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

こ
こ
で
後
藤
先
生
に
日
本
の
よ
い
点
を

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
松
下
は
昭
和
二

十
一
年
、
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
約
七
〇
年
前
、

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
た
と
き
に
こ
の
ま
ま

で
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
Ｐ
Ｈ
Ｐ（Peace 

and H
appiness through Prosperity=

繁
栄

に
よ
っ
て
平
和
と
幸
福
を
）
研
究
所
を
設
立
し

ま
し
た
。
そ
の
中
で
何
と
か
多
く
の
人
の

知
恵
を
集
め
て
よ
り
よ
い
社
会
を
築
き
た

い
一
心
で
Ｐ
Ｈ
Ｐ
を
作
っ
た
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
松
下
の
思
い
は
、
ま
さ
に
先

ほ
ど
都
築
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
日
本

文
明
研
究
所
が
今
後
進
め
よ
う
と
し
て
お

ら
れ
ま
す
活
動
の
方
向
性
と
私
は
ほ
と
ん

ど
同
一
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
本
研
究
所

の
設
立
趣
意
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
思

っ
た
次
第
で
す
。

　

せ
っ
か
く
の
機
会
で
あ
り
ま
す
の
で
私

の
話
よ
り
も
、
も
し
松
下
が
今
生
き
て
い

た
ら
ど
う
い
う
話
を
し
た
か
な
と
昨
日
ち

ょ
っ
と
考
え
て
み
ま
し
た
。
松
下
が
書
い

た
本
の
中
に
『
道
を
ひ
ら
く
』
と
い
う
作

品
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
「
日
本
よ

い
国
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
て
い
る
ん
で

す
。
そ
れ
を
皆
さ
ん
に
ご
紹
介
し
て
私
の

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
日
本
よ
い
国
」	

松
下
幸
之
助

　

花
が
散
っ
て
、
若
葉
が
萌
え
て
、
目
の

さ
め
る
よ
う
な
緑
の
野
山
に
、
目
の
さ
め

る
よ
う
な
青
空
が
つ
づ
い
て
い
る
。

　

身
軽
な
装
い
に
、
薫
風
が
心
地
よ
く
吹

き
ぬ
け
、
か
わ
い
い
子
供
の
喜
び
の
声
の

彼
方
に
、
鯉
の
ぼ
り
が
ハ
タ
ハ
タ
と
泳
い

で
い
る
。

　

五
月
で
あ
る
。
初
夏
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
季
節
に
も
ま
た
、
日
本
の
自
然
の
よ

さ
が
い
き
い
き
と
脈
う
っ
て
い
る
。

　

春
が
あ
っ
て
夏
が
あ
っ
て
、
秋
が
あ
っ

て
冬
が
あ
っ
て
、
日
本
は
よ
い
国
で
あ
る
。

自
然
だ
け
で
は
な
い
。
風
土
だ
け
で
は
な

い
。
長
い
歴
史
に
育
く
ま
れ
た
数
多
く
の

精
神
的
遺
産
が
あ
る
。
そ
の
上
に
、
天
与

の
す
ぐ
れ
た
国
民
的
素
質
。
勤
勉
に
し
て

誠
実
な
国
民
性
。

　

日
本
は
よ
い
国
で
あ
る
。
こ
ん
な
よ
い

国
は
、
世
界
に
も
あ
ま
り
な
い
。
だ
か
ら
、

こ
の
よ
い
国
を
さ
ら
に
よ
く
し
て
、
み
ん

な
が
仲
よ
く
、
身
も
心
も
ゆ
た
か
に
暮
ら

し
た
い
。

　

よ
い
も
の
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
さ
を

知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
無
き
に
等
し
い
。

　

も
う
一
度
、
こ
の
国
の
よ
さ
を
見
直
し

て
み
た
い
。
そ
し
て
、
日
本
人
と
し
て
の

誇
り
を
、
お
た
が
い
に
持
ち
直
し
て
み
た

い
。
考
え
直
し
て
み
た
い
。

　

こ
う
い
う
一
文
を
松
下
は
書
い
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
が
、
都
築
理
事
長
は
じ
め
、

猪
瀬
所
長
が
中
心
と
し
て
文
化
人
、
知
識

人
の
皆
さ
ん
の
衆
智
の
結
集
に
よ
っ
て
日

本
文
明
研
究
所
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
、

ご
発
展
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
ご
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

司
会
　
清
水
さ
ま
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
本
日
の
メ
イ

ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
り
ま
す
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

パ
ネ
リ
ス
ト
の
皆
さ
ま
を
ご
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
評

論
家
の
田
原
総
一
朗
さ
ま
。
作
家
で
前
東

京
都
知
事
の
猪
瀬
直
樹
さ
ま
。
日
本
経
済

大
学
大
学
院
教
授
で
あ
り
日
本
文
明
研
究

所
会
長
の
後
藤
俊
夫
さ
ま
。
以
上
の
三
名

の
皆
さ
ま
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

た
は
ら
・
そ
う
い
ち
ろ
う
氏

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
テ
レ
ビ
朝
日
系

『
朝
ま
で
生
テ
レ
ビ
！
』『
サ
ン
デ
ー
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
テ
レ
ビ
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
新
た
な
地
平
を
拓
く
。
早
稲

田
大
学
特
命
教
授
、「
大
隈
塾
」
塾
頭
。

テ
レ
ビ
朝
日
系
『
朝
ま
で
生
テ
レ

ビ
！
』、
Ｂ
Ｓ
朝
日
『
激
論
！
ク
ロ
ス

フ
ァ
イ
ア
』
他
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
出

演
多
数
、
著
書
多
数
。
一
九
三
四
年

生
ま
れ
。

い
の
せ
・
な
お
き
氏

作
家
。
日
本
文
明
研
究
所
所
長
。
一

九
八
六
年
『
ミ
カ
ド
の
肖
像
』
で
大

宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
。
一
三

年
一
二
月
東
京
都
知
事
を
辞
任
。
著

書
『
猪
瀬
直
樹
著
作
集　

日
本
の
近

代
』（
全
十
二
巻
）
他
多
数
。
一
九
四

六
年
生
ま
れ
。

ご
と
う
・
と
し
お
氏

日
本
文
明
研
究
所
会
長
。
日
本
経
済

大
学
経
営
学
部
長
、
大
学
院
教
授
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
Ｍ
Ｂ
Ａ
。
Ｎ
Ｅ
Ｃ
勤
務
、

国
民
経
済
研
究
協
会
・
常
務
理
事

（
兼
）
企
業
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
、

静
岡
産
業
大
学
国
際
情
報
学
部
教
授

な
ど
を
経
る
。
著
書
多
数
。
一
九
四
二

年
生
ま
れ
。

パ
ネ
リ
ス
ト
紹
介

日
本
文
明
と
は
何
か

以
下
「
週
刊
読
書
人
」
よ
り
転
載

猪瀬直樹所長

PHP研究所清水卓智社長

ジャーナリスト田原総一朗氏
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ト
の
世
界
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
近
江
商
人
に
は
「
運
鈍

根
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
世
の
中
は
、

運
が
な
け
れ
ば
渡
れ
な
い
。
で
も
運
は
い

い
悪
い
じ
ゃ
な
い
。「
鈍
」
―
バ
カ
に
な

っ
て
、「
根
」
―
根
気
よ
く
や
る
と
、
運

が
向
い
て
く
る
。
そ
れ
を
子
ど
も
の
頃
か

ら
祖
母
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

同
じ
こ
と
を
言
っ
た
の
が
、
松
下
幸
之

助
な
ん
で
す
よ
。
あ
る
と
き
、
松
下
さ
ん

に
「
あ
な
た
が
部
下
を
、
役
員
や
関
連
会

社
の
社
長
に
抜
擢
す
る
と
き
、
ど
こ
を
見

る
の
か
」
と
聞
い
た
。
す
る
と
、「
運
」

だ
と
言
い
ま
し
た
。
運
が
い
い
か
悪
い
か

見
て
分
か
る
の
か
と
聞
い
た
ら
、
分
か
る

と
い
う
。
運
と
い
う
の
は
、
難
し
い
問
題

に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
、
悲
観
的
に
と
ら

え
な
い
こ
と
。
む
し
ろ
そ
れ
を
面
白
が
っ

て
前
向
き
に
と
ら
え
る
と
、
物
事
が
う
ま

く
展
開
す
る
。
そ
れ
が
運
だ
、
と
。
近
江

商
人
と
松
下
幸
之
助
は
、
同
じ
精
神
を
持

っ
て
い
た
ん
で
す
。

後
藤
　「
三
方
良
し
」
の
話
が
出
ま
し
た

が
、
近
江
商
人
は
、
そ
う
あ
ら
ね
ば
生
き

て
い
け
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
異
国

で
行
商
す
る
に
は
、
そ
の
土
地
の
人
の
た

め
に
働
き
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
必
要
が
あ

る
。
松
下
幸
之
助
翁
は
「
企
業
は
社
会
の

公
器
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
和
の

精
神
は
、
公
益
重
視
へ
と
通
じ
、
ま
た
長

寿
企
業
を
も
生
む
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

田
原
　
一
方
、「
和
」
の
悪
い
例
の
典
型

が
、
東
芝
事
件
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
あ

れ
は
完
全
な
粉
飾
決
算
で
す
よ
ね
。

後
藤
　
確
か
に
。
は
じ
め
は
組
織
の
た
め

に
よ
か
れ
と
思
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

猪
瀬
　「
和
」
と
い
う
言
葉
も
、
使
い
や

す
い
言
葉
だ
け
れ
ど
、
正
体
を
突
き
詰
め

る
に
は
難
し
い
概
念
で
す
ね
。
今
回
の
新

国
立
の
問
題
も
、
ま
た
霞
が
関
の
官
庁
の

体
質
も
そ
う
だ
け
れ
ど
、
現
在
の
日
本
社

会
の
中
に
、「
和
」
と
い
う
建
前
で
リ
ス

ク
を
分
散
し
、
個
人
が
責
任
を
取
ら
な
い

と
い
う
よ
く
な
い
体
制
が
蔓
延
っ
て
い
る
。

お
も
て
な
し
と
か
、
相
手
を
尊
重
す
る
と

か
、
日
本
の
よ
い
伝
統
を
引
き
出
す
た
め

に
も
、「
和
」
の
構
造
を
解
析
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

後
藤
　
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
博
士
が
『
文
明
の

衝
突
』
の
後
に
出
版
し
た
『
文
明
の
衝
突

と
二
一
世
紀
の
日
本
』
に
は
面
白
い
こ
と

が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
東
西
冷

戦
終
結
後
、
世
界
が
平
和
に
な
っ
た
と
思

う
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
間
違
い
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
は
国
と
国
の
対
立
で
は
な
く
、

文
明
と
文
明
の
衝
突
に
な
る
。
そ
し
て
、

文
明
は
衝
突
を
招
く
だ
け
で
は
な
く
、
衝

突
を
緩
和
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
、

と
。
そ
こ
で
出
て
く
る
の
が
日
本
文
明
で

す
。
日
本
文
明
は
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な

特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
八
つ
の
文
明
の
中

で
、
た
だ
一
つ
の
孤
立
し
多
神
教
に
立
脚

し
た
文
明
で
、
だ
か
ら
こ
そ
世
界
を
救
う

可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
、
と
。

田
原
　
世
界
で
は
ま
さ
に
今
、
キ
リ
ス
ト

教
文
明
と
イ
ス
ラ
ム
文
明
が
、
真
っ
向
か

ら
対
立
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
と
き
に

日
本
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
。

後
藤
　
そ
れ
は
逆
に
田
原
さ
ん
に
お
聞
き

し
た
い
こ
と
で
す
が
、
今
の
日
本
は
、
ま

ず
立
ち
位
置
を
明
確
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
長
い

歴
史
の
中
で
、
日
本
に
は
二
つ
の
局
面
が

繰
り
返
し
起
き
て
き
ま
し
た
。
一
つ
は
他

か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、

独
自
の
文
明
を
創
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

過
去
に
遡
る
と
、
遣
隋
使
・
遣
唐
使
を

通
じ
外
来
の
事
物
を
学
習
し
た
時
代
の
後
、

平
安
時
代
に
は
平
仮
名
の
発
明
や
源
氏
物

語
な
ど
、
独
自
の
文
明
の
発
達
と
熟
成
が

起
き
て
い
ま
す
。
そ
の
時
代
は
「
和
魂
漢

才
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
安
土
桃
山
時
代
に
は
、
南
蛮

か
ら
鉄
砲
や
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
し
、
織

田
信
長
が
外
来
文
化
を
積
極
的
に
取
り
入

れ
ま
し
た
。
一
方
、
江
戸
時
代
に
は
、
鎖

国
体
制
の
中
で
日
本
化
が
起
こ
り
、
仏
教

や
儒
教
を
日
本
の
も
の
に
す
る
。
こ
の
江

戸
時
代
末
期
は
、「
和
魂
漢
洋
才
」
の
時

代
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
日
本
人
の
魂

を
保
ち
な
が
ら
、
中
国
と
西
洋
の
技
術
を

吸
収
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
話
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
後
藤
先
生
は

老
舗
に
つ
い
て
研
究
し
、『
三
代
、
一
〇

〇
年
潰
れ
な
い
会
社
の
ル
ー
ル
』
を
上
梓

し
て
い
ま
す
。
日
本
に
は
長
寿
企
業
が
突

出
し
て
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
要
因
を

お
話
い
た
だ
け
ま
す
か
。

後
藤
　
日
本
に
一
〇
〇
年
企
業
は
二
五
〇

〇
〇
社
以
上
あ
り
ま
す
。
二
番
目
の
ア
メ

リ
カ
は
そ
の
半
分
以
下
。
三
番
目
に
ド
イ

ツ
、
次
い
で
イ
ギ
リ
ス
、
ス
イ
ス
、
イ
タ

リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
続

き
ま
す
。
し
か
し
国
土
も
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内

総
生
産
）
も
国
ご
と
に
違
う
の
で
、
企
業

数
だ
け
で
は
量
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
割
っ
た
相
対
値
も
出

し
ま
し
た
。
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
十
七

番
目
に
落
ち
ま
す
が
、
日
本
は
こ
こ
で
も

ト
ッ
プ
で
す
。
日
本
は
絶
対
値
で
も
相
対

値
で
も
長
寿
企
業
率
が
高
い
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
日
本
は
長
寿
企
業
大

国
な
の
か
。
一
つ
は
近
代
的
な
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
が
、
江
戸
時
代
か
ら
進
ん
で
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
目
に
外
部
要
因
と

し
て
、
市
場
が
比
較
的
緩
や
か
に
伸
び
て

き
た
こ
と
。
そ
し
て
最
も
大
き
な
要
因
は
、

家
業
を
続
け
て
い
く
と
い
う
強
い
意
志
が

あ
っ
た
こ
と
。

　

そ
こ
で
今
度
は
、
長
寿
企
業
に
見
る
日

本
文
明
の
特
徴
を
三
つ
挙
げ
ま
す
。
一
つ

は
和
の
精
神
。
二
つ
目
が
文
化
相
対
主
義
。

こ
れ
は
外
来
の
文
化
を
受
け
入
れ
、
学
習

し
て
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
裏
に
は
変
化
へ
の
柔
軟
な
対
応

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
、
多
神
教
で

あ
る
神
道
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
三
つ
目
は
精
神
性
を
含
む
さ
ら
な

る
向
上
意
欲
で
す
。
細
部
に
こ
だ
わ
り
、

い
い
も
の
を
追
求
し
て
い
こ
う
と
す
る
、

技
術
に
対
す
る
職
人
気
質
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
柔
道
や
茶
道
な
ど
の
「
道
」
が
追

求
す
る
精
神
性
の
向
上
も
含
み
ま
す
。

猪
瀬
　
江
戸
時
代
は
市
場
経
済
社
会
で
す
。

封
建
社
会
で
す
が
、
一
方
で
商
人
文
化
が

豊
か
に
成
熟
し
た
時
代
で
し
た
。
越
後
屋

や
松
坂
屋
な
ど
、
現
在
の
企
業
に
あ
た
る

商
店
も
誕
生
し
て
い
ま
す
。
一
六
〇
三
年

の
江
戸
開
府
か
ら
一
〇
〇
年
間
で
、
人
口

は
約
一
五
〇
〇
万
か
ら
二
倍
の
三
〇
〇
〇

万
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
度
経
済
成
長
で

す
。
そ
れ
は
明
治
維
新
で
近
代
国
家
に
目

覚
め
「
坂
の
上
の
雲
」
を
目
指
し
た
時
期

や
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
バ
ブ
ル
崩

壊
ま
で
の
時
期
に
似
て
い
ま
す
。

　

む
し
ろ
高
度
成
長
後
一
五
〇
年
間
の
ゼ

ロ
成
長
の
時
代
に
、
近
江
商
人
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
倫
理
観
が
培
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

田
原
さ
ん
は
近
江
商
人
発
祥
の
彦
根
出

身
で
す
よ
ね
。
近
江
商
人
は
「
売
り
手
よ

し
」「
買
い
手
よ
し
」「
世
間
よ
し
」
と
い

う
「
三
方
良
し
」
の
考
え
方
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
う
し
た
「
公
」
概
念
は
今
の

日
本
経
済
に
も
通
用
す
る
考
え
方
だ
と
思

う
の
で
す
が
、
田
原
さ
ん
、
そ
の
点
に
つ

い
て
お
話
い
た
だ
け
ま
す
か
。

田
原
　
僕
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
、
近
江
商

人
っ
て
大
嫌
い
だ
っ
た
の
ね
。
ど
ぎ
つ
く
て

が
め
つ
く
て
貪
欲
で
、
近
江
商
人
の
歩
い

た
後
に
は
、
草
も
生
え
な
い
と
言
わ
れ
て

い
た
。
し
か
し
三
十
歳
を
過
ぎ
た
頃
か
ら

近
江
商
人
に
つ
い
て
考
え
直
し
ま
し
た
。

「
三
方
良
し
」
は
、
先
ほ
ど
猪
瀬
さ
ん
が
言

っ
た
の
は
順
番
と
し
て
は
少
し
違
っ
て
、
商

人
と
し
て
生
き
て
い
く
に
は
ま
ず
「
お
客

さ
ん
に
と
っ
て
良
し
」
な
ん
で
す
。
そ
し
て

お
客
さ
ん
に
信
頼
さ
れ
る
こ
と
で
社
会
か

ら
も
信
用
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
自
分
に
と

っ
て
良
し
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

近
江
商
人
発
祥
の
地
の
五
個
荘
へ
行
き

ま
す
と
、「
％
」
み
た
い
な
家
紋
が
あ
り

ま
す
。
棒
が
一
本
に
、
丸
が
二
つ
つ
い
て

い
る
。
こ
れ
は
天
秤
棒
を
担
い
で
、
太
陽

が
昇
る
と
き
か
ら
月
が
出
る
ま
で
働
く
と

い
う
印
。
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
は
天
秤
棒
一
本
。

あ
と
は
全
て
自
分
の
頭
と
身
一
つ
。
ソ
フ

近
江
商
人
の

「
公
」概
念

文
明
と
文
明
の

衝
突
の
時
代

後藤俊夫会長
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中
国
に
は
イ
ギ
リ
ス
が
来
て
、
ア
ヘ
ン
戦

争
が
起
こ
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
状
況
の
中

で
、
な
ぜ
日
本
は
中
国
の
よ
う
に
植
民
地

に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
植
民
地
を
作
る
側

に
立
っ
た
の
で
す
か
。

猪
瀬
　
僕
は
、
儒
教
の
存
在
だ
と
思
い
ま

す
。
儒
教
に
は
体
系
が
あ
る
か
ら
岩
盤
が

固
く
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
跳
ね
返
そ
う
と

し
た
。
日
本
は
柔
構
造
な
の
で
、
異
な
る

文
化
を
受
け
入
れ
た
。

後
藤
　
確
か
に
不
平
等
条
約
に
対
し
て
、

と
ん
で
も
な
い
、
と
言
い
な
が
ら
も
日
本

は
一
応
は
受
け
入
れ
て
い
る
。 　

猪
瀬
　
韓
国
で
は
、
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教

が
真
っ
向
か
ら
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。
日
本
は

柔
構
造
だ
っ
た
こ
と
で
、
逆
に
今
、
キ
リ
ス

ト
教
信
者
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。

田
原
　
世
界
的
に
見
て
少
な
い
で
す
ね
。

一
方
の
韓
国
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
多
い
。

猪
瀬
　
日
本
は
そ
も
そ
も
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ

で
体
系
が
な
い
。
こ
れ
も
あ
る
意
味
で

「
和
」
と
言
え
ま
す
し
、
日
本
の
固
有
性

が
保
た
れ
て
き
た
所
以
だ
と
思
い
ま
す
。

田
原
　
日
本
に
は
柔
軟
性
が
あ
る
。
日
本

は
ア
メ
リ
カ
の
言
う
こ
と
も
分
か
る
し
、

イ
ス
ラ
ム
国
の
怒
り
の
理
由
も
理
解
で
き

る
。
僕
は
、
世
界
の
中
で
イ
ス
ラ
ム
国
と

話
し
合
い
が
で
き
る
と
し
た
ら
日
本
で
は

な
い
か
、
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
自

民
党
の
幹
部
は
、
そ
れ
は
欧
米
諸
国
に
対

す
る
裏
切
り
に
な
る
と
言
う
。
一
体
ど
う

す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
ね
。

猪
瀬
　
本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
中
国
の
軍

事
費
は
、
二
〇
年
前
に
一
兆
円
で
、
一
〇

年
前
五
兆
円
、
現
在
は
一
五
兆
円
に
な
っ

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
費
は
、
九
〇

年
代
は
三
〇
兆
円
、
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一

一
以
降
六
〇
兆
円
に
な
り
、
今
は
少
し
減

っ
て
い
ま
す
。
軍
事
費
だ
け
の
比
較
で
す

が
、
そ
う
い
う
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
前
提

に
お
い
て
、
国
際
社
会
で
ど
う
生
き
抜
い

て
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
日
本
は
立
っ

て
い
る
。
日
本
が
全
て
独
自
で
防
衛
予
算

を
組
ん
だ
ら
、
二
〇
兆
円
以
上
か
か
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
ど
の

よ
う
に
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
作
っ
て
い

く
か
、
と
い
う
話
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

安
倍
さ
ん
の
主
張
す
る
集
団
的
自
衛
権

は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
要
請
が
か
な
り
強

か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
も
そ
れ

に
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
側
に
対
し
て
、
日

本
側
か
ら
も
具
体
的
に
要
求
す
べ
き
こ
と

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
東
京

上
空
の
空
中
権
の
返
還
。
東
京
の
真
上
の

空
は
、
全
て
ア
メ
リ
カ
が
持
っ
て
い
る
ん

で
す
。
だ
か
ら
旅
客
機
が
離
陸
す
る
と
き

に
、
急
角
度
で
上
が
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

く
て
、
燃
料
を
食
う
。
日
本
列
島
の
航
空

主
権
を
我
々
は
握
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
で

主
権
国
家
と
言
え
る
の
か
。
要
求
し
な
が

ら
、
協
力
す
る
と
い
う
関
係
、
も
ち
ろ
ん

対
等
な
関
係
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
ね
。

田
原
　
僕
も
番
組
の
中
で
、
日
本
が
集
団

的
自
衛
権
を
行
使
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ

に
助
力
す
る
た
め
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に

対
し
て
日
米
地
位
協
定
の
改
定
を
、
な
ぜ

申
し
入
れ
な
い
の
か
と
言
い
ま
し
た
。
そ

う
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
石
破

茂
と
い
う
男
で
す
。
石
破
と
安
倍
は
、
同

じ
集
団
的
自
衛
権
を
主
張
し
な
が
ら
、
中

身
は
全
く
違
う
。
だ
か
ら
彼
は
防
衛
大
臣

を
受
け
な
か
っ
た
。

後
藤
　
戦
後
七
〇
年
が
た
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
と
戦
争
を
し
た
事
実
を
知
ら
な
い
若
者

も
い
る
そ
う
で
す
ね
。
文
明
研
究
所
は
、

日
本
精
神
、
現
代
文
化
、
老
舗
、
伝
統
工

芸
な
ど
に
示
さ
れ
る
日
本
文
明
に
つ
い
て

研
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
今
後
、
国
内
外

に
発
信
を
し
て
い
き
ま
す
。
国
外
に
も
発

信
し
て
い
く
た
め
に
は
、
歴
史
を
認
識
し
、

日
本
的
で
あ
り
な
が
ら
、
ロ
ジ
カ
ル
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。

猪
瀬
　
怖
い
の
は
、
以
心
伝
心
や
和
の
心

を
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
持
っ
て
い
る
と
思
い

込
ん
で
し
ま
う
こ
と
。
意
識
化
し
な
い
と
、

持
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
ん
で
す
。

二
〇
二
〇
年
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
行

わ
れ
、
世
界
中
が
日
本
に
注
目
す
る
で
し

ょ
う
。
そ
う
い
う
中
で
、
こ
の
文
明
研
究

所
が
ど
ん
な
情
報
発
信
を
し
て
い
く
か
。

本
日
は
試
行
錯
誤
の
第
一
歩
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。「
和
」
や
「
日
本
」、

「
伝
統
」
と
い
う
も
の
を
因
数
分
解
し
て
、

具
体
的
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

認
識
、
自
覚
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
思

う
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
そ
う
し
た
課
題
を

一
つ
ひ
と
つ
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。　　
　
　
（
お
わ
り
、
文
中
敬
称
略
）

　

そ
し
て
明
治
時
代
は
「
和
魂
洋
才
」
で
、

文
明
開
化
、
西
洋
技
術
の
旺
盛
な
吸
収
が

あ
り
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
逆
に
、

民
族
主
義
が
勃
興
、
太
平
洋
戦
争
に
突
入

し
ま
す
。
猪
瀬
さ
ん
が
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ

ン
ド
」
と
言
わ
れ
た
第
二
次
世
界
大
戦
後

は
、
と
に
か
く
ア
メ
リ
カ
に
追
い
つ
け
追

い
こ
せ
で
、
経
済
や
科
学
技
術
を
海
外
か

ら
ど
ん
ど
ん
学
ぼ
う
と
し
た
時
期
で
す
。

　

し
か
し
冷
戦
終
結
後
、
現
在
の
我
々
は
、

ど
ち
ら
を
向
い
た
ら
い
い
の
か
分
ら
な
く

な
っ
て
い
る
。
今
こ
そ
日
本
人
の
魂
と
は

何
か
、「
和
魂
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

田
原
　
後
藤
先
生
の
同
窓
で
あ
る
、
東
大

の
近
代
史
の
学
者
た
ち
に
取
材
し
た
こ
と

が
あ
る
ん
で
す
。
明
治
の
和
魂
洋
才
の

「
魂
」
と
は
何
な
の
か
と
。
そ
う
し
た
ら

教
授
た
ち
は
、「
そ
ん
な
も
の
は
な
い
」

と
言
っ
た
。
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
る
ふ

り
を
し
て
い
た
か
ら
よ
か
っ
た
の
だ
と
。

戦
後
、
日
本
は
平
和
主
義
で
や
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
猪
瀬
さ
ん
流
に
言
う
と
そ
れ
は

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
で
あ
り
、
和
魂
が
な

い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
な
い
状
態
が

続
い
て
き
た
の
だ
と
。

猪
瀬
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の

精
神
』
に
は
営
利
の
追
求
を
良
し
と
す
る

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
経
済
倫
理
が
、
近
代

の
資
本
主
義
を
生
み
出
し
た
と
説
明
さ
れ

て
い
ま
す
。
近
代
と
キ
リ
ス
ト
教
を
語
っ
て

能
弁
で
す
。
し
か
し
「
和
魂
」
と
い
う
言

葉
は
、
分
解
し
て
も
分
か
ら
な
い
。
和
魂

と
は
何
か
、
指
し
示
せ
る
も
の
が
な
い
。

　

日
本
は
侵
略
戦
争
を
し
ま
し
た
が
、
帝

国
主
義
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

日
本
人
に
と
っ
て
天
皇
が
精
神
文
化
の
支

柱
だ
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、
侵
略

し
た
国
々
で
、
天
皇
を
絶
対
の
も
の
と
し

て
拝
め
と
は
言
わ
な
い
。
つ
ま
り
「
和

魂
」
と
は
、
体
系
だ
っ
た
定
ま
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
日
本
の
風
土
の
中
で
自
然
に
培

わ
れ
て
い
く
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
な
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
戦
後
、
田
原
さ
ん
の
言
う
よ

う
に
、
日
本
人
は
和
魂
を
見
失
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
る
の
は
、
い
つ
の

時
代
を
指
し
て
「
日
本
」
と
い
う
の
か
。

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、
日
本
文
明
は
西
暦
一
〇

〇
年
か
ら
四
〇
〇
年
の
間
に
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
言
っ
て
い
ま
す
。
古
墳
時
代

の
卑
弥
呼
の
時
代
で
す
。
一
方
、
例
え
ば

三
島
由
紀
夫
が
言
う
「
日
本
」
と
は
、
明

治
時
代
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
一
つ
の
幻
想

の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
明
治
維
新
で
、

三
〇
〇
ほ
ど
の
「
お
ら
が
国
」
が
、
統
一
さ

れ
日
本
国
と
な
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
明
治

以
前
に
は
、
国
家
と
し
て
の
日
本
は
存
在

し
て
い
な
い
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
。

田
原
　
三
島
由
紀
夫
の
日
本
論
で
違
和
感

が
あ
る
の
は
、
明
治
の
日
本
は
プ
ロ
シ
ア

の
ま
ね
を
し
た
ん
で
す
よ
。
伊
藤
博
文
と

井
上
毅
が
プ
ロ
シ
ア
に
視
察
に
行
き
、
プ

ロ
シ
ア
の
国
家
体
制
を
ま
ね
て
、
首
相
を

作
り
、
議
会
を
作
り
、
皇
室
典
範
や
、
大

日
本
帝
国
憲
法
を
作
っ
た
。

猪
瀬
　
確
か
に
プ
ロ
シ
ア
の
シ
ス
テ
ム
を

借
り
て
、
明
治
以
降
の
日
本
は
作
ら
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
か

ら
、
過
去
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
も
あ
れ

ば
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
僕
が
言
い
た
い
の
は
、
意
識
の
問

題
。
明
治
維
新
以
前
は
、
意
識
の
上
で
、

日
本
が
唯
一
の
コ
ス
モ
ス
だ
っ
た
。
そ
こ
へ

黒
船
が
来
て
、
世
界
に
は
た
く
さ
ん
の
国

が
あ
り
、
国
際
社
会
で
は
国
際
法
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
と
き
初
め
て

「
日
本
」
が
世
界
と
い
う
姿
見
に
映
さ
れ
、

三
百
諸
侯
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
展
開
が
地
球

儀
上
で
初
め
て
起
こ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
先
日
出
版
さ
れ
た
田
原
さ
ん

と
の
対
談
本
『
戦
争
・
天
皇
・
国
家　

近

代
化
一
五
〇
年
を
問
い
な
お
す
』
の
延
長

線
上
で
一
つ
だ
け
言
う
と
、
我
々
は
改
め

て
今
、
欧
米
の
す
ご
さ
を
認
め
る
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
Ａ
級
戦
犯
が
二
十
八

人
起
訴
さ
れ
た
東
京
裁
判
で
、
ア
メ
リ
カ

人
の
弁
護
人
が
こ
う
言
い
ま
す
。
こ
の
東

京
裁
判
に
お
い
て
、
平
和
に
対
す
る
罪
と

い
う
の
は
、
あ
と
か
ら
作
っ
た
法
律
で
は

な
い
か
と
。

田
原
　
そ
う
、
事
後
法
だ
と
言
い
ま
し
た

ね
。

猪
瀬
　
平
和
に
対
す
る
罪
を
裁
く
こ
と
が

間
違
っ
て
い
る
の
な
ら
、
こ
の
法
廷
自
体

が
お
か
し
い
、
と
言
う
ん
で
す
。
そ
し
て

さ
ら
に
、
人
殺
し
は
戦
争
で
は
無
罪
で
あ

る
。
広
島
に
原
爆
を
落
と
し
た
国
の
元
首

を
私
は
知
っ
て
い
る
、
と
。
そ
れ
に
対
し

て
、
ア
メ
リ
カ
人
検
事
が
、
こ
れ
は
文
明

に
対
す
る
闘
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
特
別
な

裁
判
な
の
だ
、
と
言
う
。
つ
ば
ぜ
り
合
い

を
ロ
ジ
ッ
ク
で
や
っ
て
い
る
。
我
々
は
戦

争
に
負
け
ま
し
た
が
、
も
し
勝
っ
て
い
た

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
を
行
う
こ
と

が
で
き
た
の
か
。
日
本
的
な
和
の
伝
統
に
、

欧
米
の
体
系
的
で
ロ
ジ
カ
ル
な
文
明
を
ど

う
ブ
レ
ン
ド
す
る
べ
き
か
。
そ
れ
が
七
〇

年
た
っ
た
今
も
課
題
と
し
て
目
の
前
に
あ

る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

田
原
　
ペ
リ
ー
が
日
本
に
来
た
よ
う
に
、

柔
構
造「
和
」の
伝
統
と

欧
米
の
ロ
ジ
カ
ル
な
文
明


