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ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

日

本
論
に

つ

い

て

　
　
　
　
　

み

和
田

正

美

あ

る
。

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

文
學
に

は

ま
つ

た

く

顧
慮
し

て

ゐ

な

い

が
、

に

も

か

か

は

ら

ず
そ
の

論
調

は

文
學
の

研
究
家
に

も
一

つ

の

問
を
投
げ

掛
け
て

ゐ

る

と

言
つ

て

よ

さ

さ

う

に

思
ふ

。

こ

こ

で

は

國
際
政
治
學
は

ま

る

で

磁

石

の

や

う

に

そ

れ

以
外
の

要

素
を

惹
き
つ

け

て

ゐ

る
。

　
し

か

し
こ

の

小

論
は
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

全

理

論
の

紹
介
や

論
評
を

目

指
す

も
の

で

は

な

く、

こ

の

國
際
政
治
學
者
の

目

に

映
つ

た

日

本
の

姿
の

吟
味
檢
討
と

い

ふ

こ

と

を

中
心

的
な

課
題
に

す
る

つ

も

り

で

あ

る
。

い

ふ

な

ら

ば

外
か

ら

見

た

日

本
で

あ

り、

そ

の

正

否
を

選

り

分
け

る

こ

と

は

私
逹
の

務
め

と

言
は

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。

尚、

こ

こ

か

ら

先、
『

文
明
の

衝
突
』

は

『

衝
突
』 、
『

文

明
の

衝
突
と

21
世

紀
の

日

本
』

は

『

21
世
紀
』

と

略
記
す
る

こ

と

に

し

よ

う。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

Meisei 　university

國
際
政
治
の

新
し

い

動
向

　
こ

こ

に

二

册

の

本

が

あ

る
。

題
は

そ

れ

ぞ

れ

『

文
明
の

衝
突
』

及

び

『

文
明
の

衝

突
と

21
世
紀
の

日

本
』

で

あ

り
、

著
者
は

ど

ち

ら
も

ア

メ

リ

カ

の

國
際
政
治
學
者
サ

ミ

ュ

エ

ル

・
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

で

あ

り
、

譯
者
は

ど

ち
ら

も

鈴
木
圭

税
で

あ

り、

出
版

祉
は

ど

ち

ら

も

集
英
瓧
で

あ

る
。

か

う

書
い

た

だ

け
で

、

こ

の

二

册

が

き

は

め

て

近

い

關
係
に

あ

る

こ

と

は

わ

か

ら

う

と

い

ふ

も

の

で

あ

る

が、

事
實、
『

文
明
の

衝
突

と

21
世

紀
の

日

本
』

（

新
書
判
）

は

少
し

大

ま

か

な

言
ひ

方
を

す

れ

ば

『

文

明

の

衝

突
』

（
大
著
）

の
、

日

本
人

讀
者
向

け

の

ダ

イ

ジ

ェ

ス

ト

版
な

の

で

あ

る
。

以

下、

こ

の

二

册

を

比

較
對
照
さ

せ

な

が

ら

述
べ

て

行
く
こ

と

に

す

る

が、

そ

れ

は

私
の

や

う
な

國
際
政
治
學
の

素
人
に

も
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

所
論
が

何
と

か

讀
め

る

と

い

ふ

こ

と

に

加
へ

て、

そ

の

中
に

は

文
化、

文
明

と

い

ふ

や

う

な、

お

よ

そ

文
學
の

仕
事
に

た

つ

さ

は

る

人
間
が

避
け
て

通

る

こ

と

の

出
來
な
い

命
題

が

含
ま

れ

て

ゐ

る

か

ら

で

　

い

く

ら
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

議
論
か

ら

日

本
に

關
係

す
る

部

分

を

拔
き

出
す
と

は
い

つ

て

も、

そ

れ

を

支
へ

る

圭

張
の

核
心

部
分
に

觸
れ

な
い

で

す

ま
せ

る

こ

と

は

も

と

よ

り

出
來
な

い

の

で、

最
初
に

そ

れ

を

記
す
こ

と

に

な

る

が、

彼
は

『

衝
突
』

の

中

で

も、
『

21
世
紀
』

の

中
で

も、

彼
が

把
握
し

得
た

と

信
ず
る

國
際
政
治

の

新
し

い

動
向

に

つ

い

て

當
然
の

こ

と

な

が

ら

樣
々

に

言

ひ

立

て

て

ゐ

る。
『

21
世
紀
』

に

含

　

　

　
　
　
　

　
（
1）

ま

れ

る

次
の

短
い

一

節
は

彼
の

考
へ

の

精
髓
を

理

解
し

や

す
い

形
で

示

し

て

ゐ

る

や

う

に

思

は

れ

る
。

二

十
｝

世
紀
初
頭
の

世

界
政
治
は、

基
本
的
に

二

つ

の

か

た

ち

で

冷
戰
時
代
の

そ

れ

と

は

異
な

る

だ

ろ

う
。

第
一

に
、

冷
戰
時
代
の

世
界

は

圭

と

し

て

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

に

も

と

つ

い

て

分

け

ら

れ

て

い

た。

自
由
民

圭

圭

義
の

國
家、

共

産
圭

義
國
家、

そ

し

て

獨

裁
主

義
に

よ

る

第
三

世

界
の

國
々

で

あ

る
。

出

現
し

つ

つ

あ

る

世
界
に

お

い

て、

國
々

の

主

な

違
い

は、

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

や

經
濟、

あ

る

い

は

政
治
で

は

な
い

。

そ

れ

は

文
化
の

逹
い

で

あ

り、

そ

し

て

國
々

を

文
化
的

ハ

ン

チ
ン

ト
ン

の

目

本
論
に

つ

い

て

和

田

正

美

＊

言
語
文

化

學
科
　

教
授

　
日

歐
近

代

文

學
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明
星

底

学

胡

究

紀
要

【

ほ

本
文
化
学

部
・
・
目

語．
乂

化・
ぞ

科
】

第

十
．

号
　
　 、
OO

三

年

に

最

も

大

き

く

類
別
す

る

も
の

が

文

明

で

あ

る
。

第一
．

に
、

冷
戰
時
代

の

世
界

　

　

　

　

　

ヒ
ワ
　

政
治
の

構
逧
は

力

に

よ

っ

て

二

極
化
し、
　…
つ

の

超

大
國
の

影

響
力
は

他
の

す

べ

て

の

國
家
の

そ

れ

を

は

る

か

に

し
の

い

で

い

た
。

現
在、

グ

ロ

ー

バ

ル

な

超

大
m

図

は

た

っ

た
一

つ

し

か

な

く、

ほ

か

に

い

く

つ

か

の

圭

要
な

地

域−
入

國
が山
仔

在
す

る
。

つ

ま

り、

事
實
上

は
一

拓
∵

多
極
（

ロ
コ

汀
舜
二

葺）
o
貯
ご

世

界
に

な

っ

て

い

る

の

だ
。

　

私
は
こ

の
一

節
を
一

理

解
し

や

す
い

L

と

評
し

た

が、

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

理

論
に

初

め

て

接
す

る

讀
者
に

と
つ

て

は

必

ず

し

も

さ

う

で

は

な
い

だ

ら

う
か

ら、

い

さ

さ

か

の

詭

明

を

試

み

る

と、

第
二

の

．

一

極
・

多
極
匿

界
一

と
い

ふ

の

は
、

唯
一

の

超

大

國

（

ア

メ

リ

カ
）

が

超
大

國
で

あ

り

な

が

ら

全

世
界

を

支

配

し

て

ゐ

る

と

ま

で

は

い

へ

ず、

世

界

の

あ

ち

こ

ち

に

い

く
つ

か

の

「

地

域
大

閣
」

が

君

臨
す
る

現
在
の

状

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．
2）

況
を

指
し

て

ゐ

る
。

そ

れ

ら
の

地

域
大

國

の

具

體
例
は
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

に

よ

れ

ば、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け

る

獨
佛
連
合、
　

ユ

f
ラ

シ

ア

に

お

け

る

卩

シ

ア、

東
ア

ジ

ア

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　も
　
　　へ　　　も
　
　ヘ　　　へ　
　　り
　　　も

に

お

け
る

中

閥、

そ

し

て

潛
在
的
に

は

日

本、

さ

ら
に

南
ア

ジ

ア

に

お

け

る

イ

ン

ド
、

東
南
ア

ジ

ァ

に

お

け

る

イ

ン

ド

ネ

シ

ア、

南
西

ア

ジ

ア

に
亠

43

け

る

イ

ラ

ン
、

中
甫吊
に

お

49

け

る

イ

ス

ラ

エ

ル
、

ア

フ

リ

カ

に

お

け

る

ナ

イ
ジ

ェ

リ

ア

と

南
ア

フ

リ

カ
、

ラ

テ

ン

ア

メ

リ

カ

に

お

け

る

ブ

フ

ジ

ル

一
（

傍
點、

引
用
者
）

で

あ

る
。

ほ

と

ん

ど

の

地

域

大
國
は

ナ

ン

バ

・
1

・

ツ

ー

の

大

國
を

捧
へ

て

ゐ

る

が
、

そ

の

ナ

ン

バ

ー

・

ッ

…

の

中

に

は
、

一，
中

國

に

た

い

す
る

日

本
と

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

一

と

い

ふ

項

饅

が

含
ま

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

り
、

日

本
が

こ

の

や
・
つ

に
亠
閘・
万
の

カ

テ

ゴ

リ

ー

に

名
を

つ

ら

ね

て

ゐ

る

こ

と

は、

目・
本

の

國
際
的

地

位

の畑
倣

妙
な

性
格
を

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

充
分

に

心

得
て

ゐ

る

こ

と

を

表
す

も

の

と
い

へ

よ・
り

。

　

さ

て

引

用
文

の

中
で

輿
へ

ら

れ

た

第
一

の

特
徴
に

お

い

て

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

何
を

言

は

ん

と

す
る

の

か．−

38

孛

　
一

九
八

〇

年
代

に

米

ソ

の

冷
職
が

終
結
し

て
、
，
．

極
體
制
が

過
去
の

も

の

に

な
つ

た

こ

と

は、

阯
謀冖
が

冷
戰
時．
代

の

や

う

な

三

つ

の

ブ

卩

ッ

ク

（

二

つ

の

紹」
大

鬮…
と

第

二

鍬

界
）

で

は

な

く、

そ

れ

よ

り

遙
か

に

多
く

の

プ

ロ

瀞．
ク

に

分
れ

て

衝
突

し

合
ふ

こ

と

を

豫
想
さ

せ

る

新
時
代
が

到
來
し

ψ ．
に

こ

と

を

意

味
す
る
。

そ

れ

ぞ

れ

の

ブ

ロ

ッ

ク

を

統
括
す

る

も
の

は

何
で

あ

る

の

か

と
い

へ

ば、

そ

れ

は

文

明

で

あ

り、
一

つ

の

文

明
の

山
．

に

は

原
則
と

し

て

複
數
の

文

化
が

含

ま

れ

る。

交
明
の

衝
突
こ

そ

冷
戰
後

の

世

界
の

本
源
的
な

す

が

た、

か

た

ち

と

看

は

な

け
れ

ば

な

ら

な
、帰
。

　
ハ
ン

チ

ン

ト

ン

が

構
箪小
し

た

理
蘓

硼

の

骨
子

は

以

上

の

通

り

で

あ

る
。

　
「

文
明
の

衝
突
』

の

獲
刊
は
一

九

九
六

年
で

あ

る

が
、

そ

の

原
形
を

な

す

論
文

「

文
明
の

衝

突
？
」

が

世

に

問

は

れ

て

物
議
を

驤
し

た

の

は
一

九
九
三

年
夏
と

の

こ

−、
」

で

あ

り、

そ

れ

か

ら

今

日

ま

で

に

十
年
近
く

た

つ

て

ゐ

る。

二

の

レ
年
間
の

國

際

耐

會
の

動
き

を

昆
る

と、

各
地

で

激
し

い

民

族
紛
爭
が

多
發

し

た

こ

と

に

か

ん

が

み

て、
　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

「

文
明
の

衝
突
」

理

論
に

は
｝

理
が

あ

る

と

い

ふ

べ

き

だ

ら

う。
　…

理

も．
…
理

も

あ

る、

と

ま

で

は

言

ひ

た

く

な
い

が
。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

そ

れ

ほ

ど

重
要¶
覗

す

る

文
明
に

つ

い

て、

そ

の

何
た
る

か

を

彼

に

も
つ

と

問
ひ

た

だ

す

必、
要

が

あ

ら

う。

　
「

人
類

の

歴

史
は

文
明

の

歴

史
で

あ

る
。

そ

れ

以

外
の

見

方
で

入

類
杜

會
の

發

展

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
3〕

を

考
え

る

こ

と

は

で

き

な

い
」

と

述
ぺ

る

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

．
單

數
形
の

文
明
L

と

い

ふ

發
想
を

し

り

ぞ

け

て

ゐ

る
。

單

數
形
の

文

明
と

い

ふ

の

は

普
遍
的

な

世
界
文

明

が

あ

り

得

る

と

の

叢

張
で

あ

り、

結
局、

そ

れ

は、

雌

歐

文

明
が

唯
一

の

文

明
だ

と

い

ふ
、

十
八

世
紀

以

來
の

四

歟
人

の

意

識
に

つ

な

が

つ

て

行

く
。

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

そ

れ

を

誤
り

と

決
め
つ

け

た

わ

け

だ
が
、

彼
の

さ

う
い

ふ

態
度
は

餘
所
な

が

ら

私
達

の

明

治
文
明

開
化
の

歪
み

を

明

し

て

ゐ

る

と

は
い

へ

な

い

だ

ら

う
か

。

文

明

開
化
の

心

理

は、

画

歐
に

だ

け

交

明
を

見

て
、

そ

れ

以

外
の

地

域
は

未
開
の

獣
態
に

置
か

れ

て

ゐ

る

と

考
へ

る

底
の

も

の

だ

つ

た
。
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ハ

ン

チ

ン

ト

ン

に

よ

れ

ば

西

歐
文

明

は

幾
つ

か

あ

る

文
明

の

中
の
一

つ

に

過

ぎ

ず、

そ

れ

が
一

時
的
に

も

せ

よ

世
界
を

制
覇
し

た

の

は、
「

理

念
や

價
値
觀、

あ

る

い

は

宗
教
（

他
の

文
明
か

ら

改
宗
す

薯
は

ほ

と

ん

ど

い

な

か

。

た
）

が

藤
れ

て

い

た

か

ら

で

は

な

く
、

む

し

ろ

組
織
的
な

暴
力
の

行
使
に

す

ぐ

れ

て

い

た

か

ら
一

な

の

で

あ

る
。

　

そ

れ

で

は
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

考
へ

る

と

こ

ろ、

現
代
世
界
に

は

ど
の

や

う
な

文
明

が

存
在
し

て

ゐ

る

の

か
。

彼
は

次
の

八

つ

を

數
へ

上

げ

て

ゐ

る
。

　

中
華
文
明

。

日

本
文
明

。

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

文
明。

イ

ス

ラ

ム

文
明。

西

歐
文
明。

東

方
正

教
會
文
明

。

ラ

テ

ン

ア

メ

リ

カ

文
明

。

ア

フ

リ

カ

文
明

（

存
在
す

る

と

考
え

た

場
合
）

。

　

私
逹
は

こ

の

リ

ス

ト

の

中
の

「

口

本
文
明
」

に

こ

と

さ

ら

注
目

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

『

衝
突
』

と

『

21
世

紀
』

を

く

ら
べ

る

と
、

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

こ

の

見

出
し

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　（一
D）

に

付
し

た

説

明
文
は

同
一

で

あ

る。

一

部
の

學
者
は

日

本
の

文
化

と

中
國
の

文
化
を

極
東
文
明

と

い

う
見
出
し

で

ぴ

と

く

く

り

に

し

て

い

る。

だ

が
、

ほ

と

ん

ど
の

學
者
は

そ

う
せ

ず
に
、

日

本
の

そ

れ

を

固
有
の

文
明
と

し

て

認

識
し、

中
國

文
明

か

ら

派
生
し

て

西

暦
一

〇

〇

年
な

い

し

四

〇
〇

年
の

時
期
に

あ

ら

わ

れ

た

と

見

て

い

る
。

　

私
逹
は
一

頃
ま

で
、

日

本
が

巾
國
文
明

の
一

支
流
に

過
ぎ

な
い

こ

と

を

散
々

聞
か

さ

れ

た

が、

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

に

お

い

て

こ

の

説

は

い

と

も

た

や

す

く

捨
て

ら

れ

て

ゐ

る
。

思

ふ

に

こ

れ

が

眞
相
な

の

で

は

な
い

だ

ら

う
か

。

こ

の

問
題

に

關
す
る

限
り、

私
は

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

を

全

面
的
に

支
持
し

た
い

と

い

ふ

氣
持
で

あ

る
。

口

本
國
内
の

論
調
も

最
近

に

至
つ

て
、

や

う

や

く、

日

本
に

獨
自
の

文
明
を

認
め

る

方
向

に

動
き

始
め

た

や

う

で

あ

る
。

ハ

ン

チ

ン

ト
ン

の

口

本
論
に

つ

い

て

和
出

正

美

　
ち

な

み

に
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

日

本
論
に

看
取
さ

れ

る

歴

史
的
事
實
の

側
面

は

割
と

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

（
6）

正

確
で

あ

る
。

た

と
へ

ば

『

衝
突
』

の

中
に

次
の

や

う
な

文
が

あ

る
。

日

本
は
一

五

四

二

年
に

初

め

て

西

歐
と

接
觸
し

て

以

來、

十
九

世

紀
牛
ぱ

ま
で、

實
質
的
に

拒
否
の

態
度
を

と

り
つ

づ

け

た
。

火
器
の

獲
得
な

ど
の

か

ぎ

ら

れ

た

近
代
化
は

許
さ

れ

た

が
、

西

歐
文
化
の

攝
取
は

い

ち
じ
る

し

く

制
限
さ

れ、

と

り

わ

け

キ

リ

ス

ト

教
に

つ

い

て

は

嚴
し

か

っ

た
。

十
七

世

紀
牛
ば

に

は

西

歐

人

は
こ

と

ご

と

く

追

放
さ

れ

た。

こ

う

し

た

拒
否
的
な

態
度
を

終
わ

ら
せ

た

の

は、

一

八

五

四

年
に

ペ

リ

ー

提
督
に

強
制
的
に

開
國
を

迫
ら

れ

た

結
果
だ

っ

た
。

そ

し

て、
　一

八

六

八

年
の

明
治

維
新
に

つ

づ

い

て

西

歐
か

ら

學
ぼ

う

と

す
る

必

死

の

努
力
が

始
ま
っ

た
。

　

こ

れ

は

擴
大
し
つ

つ

あ

る

西

歐
に

非
西
歐
肚
會
の

人
々

が

ど

う

對
應

し

た
か

と
い

ふ

こ

と

に

つ

い

て

述
べ

た

文
の
一

節
で

あ

り、

私

逹

に

し

て

見
れ

ば
ご

く

常
識
的

な

こ

と

が

書
い

て

あ

る

に

過

ぎ
な

い

が
、

日

本
人

で

は

な

く

日

本
史
の

專
門

家
で

も

な

い

ハ

ン

チ

ン

ト
ン

が

日

本
の

過

去
を
こ

こ

ま

で

正

確
に

把
握
し
て

ゐ

る

こ

と

は

彼
の

所
説
に

少

な

か

ら

ざ

る

信
頼
感
を

抱
か

せ

る

に

足

る

も

の

で

あ

る

と

い

へ

よ

う
。

と

は
い

ヘ

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

そ

の

思

想
に

基
い

て

歴

史
を

解
釋
す

る、

そ

の

や

り

方
と

い

ふ

こ

と

で

は、

信
頼
感
を
い

さ

さ

か

手

控
へ

た

く

な

る

節
な

し

と

し

な

い
。

こ

の

問

題
に

つ

い

て

は

後
述
す
る

つ

も

り

で

あ

る
。

二

　
文
化
と

文
明

『

21
世
紀
』

　

　

　

　

　

　
（
7）

の

中
に

は

次

の
一

節
が

あ

る
。

39
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明
星
大

学
研
究
紀

要

〔
凵

本
文
化

学
部

二…
犇

語

文

化
学
科
】

第
十
一
号

　
二

GO

三

年

40

　

現
在、

世
界

中
の

あ

ら

ゆ

る

國
々

が

自
ら
の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

・，
を

め

ぐ

る

大

き

な

危
機
に

直
面

し

て

い

る
。

い

た

る

と

こ

ろ

で
、

人

び

と

は

人
間
が

直
面

す

る

最
も

基

本
的
な

問
い

に

答

え

よ

う

と

し

て

い

る
。

す

な

わ

ち、

わ

れ

わ

れ

は
い

っ

た
い

誰
か

と

い

う
問
い

で

あ

る
。

　

そ

し

て、

人
間
が

こ

れ

ま

で

そ

れ

に

答
え

て

き

た

傳
統
的
な

や

り

方
で
−・
ー

自
分
た

ち

に

と
っ

て

最
も

大

き

な

意
味
を

も
つ

も
の

に

依
據
す

る

こ

と

に

よ

っ

て
E

ー
ー

答
え

を

出
し

て

い

る
。

人

は
、

祕
先、

宗
教、
瓢、［
語、

歴

史、

價
値
觀、

習
慣

、

制
度
に

よ
渦、

て、

自
分
を

定
義
す

る
。

そ

の

う
え

で、

交
化
的
な

グ

ル

ー

プ

と
一

體
化
す

る
の

で

あ

る
。

す
な

わ

ち、

部
族、

民
族、

宗
教
に

も

と

つ

く

共

同

耐
會

、

國

家、

そ

し

て

最
も

廣
い

レ

ベ

ル

で

の

文
明
で

あ

る
。

文

明
は

最
も

範
團
の

廣
い

文
化
的
な

ま

と

ま

り

で

あ

る
、

村

落
や

地

域．

民

族

集
團、

國

籍
、

宗
教
集
團
な

ど

は

す
べ

て、

さ

ま

ざ

ま

な
レ

ベ

ル

の

文

化

的
異

質

性、
乞

含
み

な

が

ら、

固
有
の

文
化
を

も
ッ

て

い

る
。

南
イ

タ

リ

ア

の

あ

る

村

の

文

化
は

北
イ

タ

リ

ア

の

村
の

も

の

と

は

ち

が

う
か

も

し

れ

な
い

が、

兩

者

と

ノ

9

イ

タ

リ

ア

文
化
を

共
有
し

て

い

て、

そ
の

た

め

に

ド

イ

ツ

の

村

落
と

は

腿

別

さ

れ

る
。

そ

う
か

と

思
う

と
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

地

域
祗

會
は

共
有
す

る

文

化
的

な

特
徴

に

よ

ッ

て
、

中
國

や

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
の

肚
會
と

は

は
っ

き

り

と

節

別
さ

れ

る
。

し

か

し、

中

國
人

も

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
徒
も

西

歐
人

も

そ

れ

よ

り

廣
い

文

化
的
ま

と

ま

り

の
一

部
を

構
成
し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い
。

彼

ら

は

文
明

を

構

成
し

て

い

る

の

で

あ

る
。
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書
名
も

著
者
名
も

知
ら

さ

れ

る

こ

と

な

く、

い

き

な

り

こ

の

文

を

見
せ

ら

れ

た

ら、

こ

れ

が

國
際
政
治

を

論
じ

た

書
物
の
…

節
で

あ

る

こ

と

に

誰
も

氣
つ

か

な
い

の

で

は

な

い

だ

ら

う

か
。

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

の

危
機
は

哲
學
潜
や

文

學
者
の

思
索
と

觀
察

の

結
果

で

あ

る

と

思

做
す
こ

と

の

方
が

一

般
的
で

あ

ら

う
．

と
こ

ろ

が
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

「

文
明
の

衝
突
一

理

論
の

根
抵
は

こ

の

や

う

な

も

の

な

の

で

あ

る
。

自
分
が

誰

で

あ

る

の

か

知
り

た
い

と

い

ふ、

そ

れ

自
體
と

し

て

は

非
政
治
的

な

欲

求

に

世
界
の

政
治
は

左

右
さ

れ

る

と
い

ふ

逆

説

が

彼
の

隰
際
關
係
論
を

支
へ

て

ゐ

る
こ

と

に

な

る
。

　

話
は

幾
分
丗

慓

道
に

逸
れ

る

が、

轡

田

今

の

日

本

の

や

う

に、

「

人
間
が

こ

れ

ま

で

そ

れ

に

答
え

て

き

た

傳
統
的
な

や

り

方
」

に

依
據
し

よ

う

と

は

せ

ず、
「

文

化
的
な

グ

ル

ー

プ

と
一

體
化
」

し
よ

う

と

も

し

な

い

で
、

諸
々

の

他
者
を

排
除
し

、

人

權
の

主

　

　
あ　
　　
る
　　　も

張
に

う
つ

つ

を

拔
か

す

こ

と

は、

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

の

危
機
を

解
淌
さ

せ

る

上

で

何
の

役
に

も

乾

た

な

い

で

あ

ら

う。

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　〔
B）

　
『

衝
突
』

か

ら

も

引

用
し

て

お

く

二

と

に

す

る
。

　

こ

の

圭
張
か

ら
、

「

文
明

は

人

を

交
化
的
に

分
類

す

る

最
上

位

の

範
疇
で

あ

り

〔

中

略
）

入
の

も

つ

文
化
的

ア

イ

デ

ン

テ

f

テ

ィ

の

最
も

廣
い

レ

ペ

ル

を

構
成
し

て

い

る
一
−避」

い

ふ

結
論
が

導
き

出、
忌

れ
、

そ

し

て

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

こ

れ

の

數
行

先

で

以

ド

の

如
き

巧
み

な．．
ロ

ひ

方
を

し

て

ゐ

る
。

人

が

屬
す

る

文
明
は

最
も

贋
い

レ

ベ

ル

の

歸
屬
領
域
で、

人
は

そ
こ

に

強
い
一

體
感
を

も
つ
。

文

明

は

「

わ

れ

わ

れ
」

と

呼
べ

る

最
大
の

分
類
で

あ
っ

て、

そ

の

な

か

で

は

文

化
的
に

・
、

つ

ろ

い

弔
、

い

ら

れ

る

點
が
、

そ

の

文
明
の

外
に

い

る

…．
彼
ら
L

す
べ

て

と

異
な

る

と
こ

ろ

で

あ

る。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

姿
勢
と

し

て

こ

の

箇
所
か

ら

淨
び

L
つ

て

來

る

事
柄
に

は

次
の

二

つ

が

あ

ら

う
。

　
一

つ

は

彼
が

人
間
の

最
終
的
な

歸
屬
領
域
を

文
化
で

は

な

く、

文
明

と

し

た

こ

と

で

あ

る
。

な

る

ほ

ど

人
間
は

彼
を

取
卷

く

文
化
の

巾
で、

た

だ

そ

の

中
で

の

み、

く
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つ

ろ
い

で

ゐ

ら

れ

る

が
、

そ

の

文
化
は

他
の、

そ

れ

に

近
い

文
化
と

共
に、

文

明
と

い

ふ
、

よ

り

高
次

の

も
の

に

仕
へ

て

ゐ

る
。

こ

の

や

う

に

文
化
と

文
明
は

そ
の

質
を

異
に

し

て

ゐ

る

わ

け

で

は

な

く、

こ

の

二

つ

は
い

は

ば、

上

の

方
で
一

本
に

な

る

線

で

つ

な

が

り、

そ

の

線
の

上

位
に

は

文
明
が

、

複
數
の

下

位
部
分

に

は

文
化
が

存
在

し

て

ゐ

る

の

だ
。

こ

の

考
へ

方
が

私
に

と

つ

て
一

し

ほ

興

味
深
い

の

は、

日

本
の

思

想
界
に

見
ら
れ

る

觀
念
を

そ

れ

に

對
比
さ

せ

た

く

な

る

か

ら

で

あ

る

が、

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

の

考
察
は

も

う

少
し

先
に

囘

す
こ

と

に

し

よ

う。

　
も
う
一

つ

の

事
柄
は

「

わ

れ

わ

れ
」

と

「

彼
ら

」

が

對
立

す

る

の

は

自
然
の

勢
だ

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

歸
屬
領
域
を

異
に

す

る

人
々

が

親
和
感
で

結
ば

れ

る

こ

と

は

あ

り

得
な
い

。

さ

う
す

る

と

「

文
明
の

衝
突
」

は

不
可

避

の

こ

と

に

な

り

さ

う
で

あ

る

が
、

だ

か

ら

と
い

つ

て、

衝
突
の

結
果、

大
量

虐
殺
や

戰
爭
が

惹
き

起
さ

れ

る

の

が

好
ま

し
い

こ

と

で

あ

る

筈
は

な

く、

各
文

明
の

中
の

人
々

は、

極
力、

衝
突
を

防

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

（
9〕

ぐ

や

う
に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

『

衝
突
』

と

『

21
世
紀
』

は

ま

つ

た

く

同
じ

文

で

終
つ

て

ゐ

る
。

來
る

べ

き

時
代
に

は

文
明
の

衝
突
こ

そ

が

世
界
卆

和
に

と
っ

て

最
大

の

脅
威
で

あ

り、

文
明
に

も

と
つ

い

た

國
際
秩
序
こ

そ

が

世

界
戰
爭
を

防
ぐ

最
も

確
實
な

安
全

装
置

な

の

で

あ

る
。

　
　
　
　

　
〔
10）

こ

こ

で

次
の

｝

節
を

讀
む

こ

と

に

し

た

い
。

文
明

は

文
化
の

總
體
だ

と

さ

れ

て

い

る

が、

ド

イ

ツ

で

は

そ

う
で

は

な
い

。

十

九
世

紀

ド

イ

ツ

の

思

想
家
は

文
明
と

文
化
を

は
っ

き

り

と

區
別
し

て、

文

明

は

機
械、

技
術、

物
質
的
要
素
に

か

か

わ

る

も

の

で

あ

り
、

文
化
は

價
値
觀
や

理

想、

高
度
に

知
的、

藝
術
的

、

道
徳
的

な

杜
會
の

質
に

か

か

わ

る

も
の

だ

と

し

ハ
ン

チ

ン

ト

ン

の

目

本
論
に

つ

い

て

和
田

正

美

た。

こ

の

區

別
の

し

か

た

は、

ド

イ

ツ

思
想
界
に

は

根
づ

い

た

が、

そ

れ

以
外

の

場
所
で

は

受
け

入

れ

ら

れ

な

か

っ

た
。

　一

部
の

人
類
學
者
は
二

者
の

關
係
を

逆
轉
し

て、

文

化
を

原
始
的
で

變
化
の

な
い

非
都
會
的
な

肚
會
の

特
徴
と

考
え、

複
雜
な

か

た

ち

で

發
逹
し
、

活
氣
あ

る

都
會
的
な

杜
會
を

文

明

だ

と

考
え

た。

だ

が、

こ

の

よ

う
に
、

文
明

と

文
化
を

區

別
し

よ

う
と

い

う

動
き

は、

一

般
受

け

せ

ず
、

ド

イ

ツ

以

外
は、
「

ド

イ

ツ

の

よ

う
に

文
化
を

そ

の

土

臺
で

あ

る

文

明

と

切

り

離
し

た

い

と

願
う
の

は

欺
瞞
だ
」

と

い

う
ブ

ロ

ー

デ
ル

の

意
見

に

全

面

的
に

贊
成

し

て

い

る
。

　
私

は

こ

の

文
を

前
に

し

て

感
漑
を

禁
じ

得
な

い
、

と
い

ふ

の

は、

フ

ラ

ン

ス

の

歴

史
家
・

ブ

ロ

ー

デ
ル

か

ら

「

欺
瞞
」

と

し

て

あ

し

ら

は

れ、

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

か

ら

も

相
手
に

さ

れ

て

ゐ

な

い

ド

イ

ツ

流
の

文
化
・

文
明

論
こ

そ、

日

本
の

知
識
人
の

多
く

が
い

つ

の

頃
か

ら

か

そ
の

正

し

さ

を

信
じ
る

や

う

に

な
つ

た

と

こ

ろ

の

も

の

に

他
な

ら

な

い

か

ら

で

あ
る
。

私
は

日

本
人

の

言
論
の

す
べ

て

に

通

じ
て

ゐ

る

わ

け

で

は

な

い
。

し

か

し

講
壇
哲
學
者
は

い

ざ

知
ら

ず、

少
な

く

と

も

文
學
者
の

中
の

心

あ

る

入
々

が、

文
明

批
評
と

い

ふ

や

う

な

少
數
の

例
外

的
な

場
合
を

除
い

て、

文
明

の

語

を

使
ひ

た

が

ら

ず、

文
化
の

語
を

愛
用

し

て

ゐ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る。
「

文
明

は

機
械、

技
術、

物
質
的
要

素
に

か

か

わ

る

も
の

で

あ

り、

文

化

は

價
値
觀
や

理

想、

亠
咼

度
に

知
的、

藝
術
的、

道

徳
的

な

肚
會
の

質
に

か

か

わ

る

も
の

だ
」

と
い

ふ

固

定

觀
念
が

彼
等
に

は

棲
み

つ

い

て

ゐ

る

と

言
つ

て

よ

い
。

日

本
の

思

想
家

や

藝
術
家

が

と

か

く

古
代
ギ

リ
シ

ア

に

惹
か

れ

て
、

古

代
ロ

ー

マ

を

疎
ん

じ

が

ち

な

の

も、

前
者

に

は

文
化
を、

後
者
に

は

文
明
を

見
て

ゐ

る
か

ら

だ

ら

う。

と
こ

ろ

が
ハ

ン

チ
ン

ト

ン

は

さ

う
い

ふ

思

考
を

斬
つ

て

捨
て

て

ゐ

る
の

で

あ

る
。

　
こ

の

問
題
に

お

け

る

私
逹
の

如
上

の

態
度
は

次
の

や

う

に

解
釋
す

る

こ

と

も

出
來

は

し

な

い

だ

ら

う

か
。

41
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明

耀

大
学

研

究

紀
要
【

日

本

文
化
学

部

二．卩
語

文

化
学

科
】

第
卜
一
尋

　
二

〇

〇一
二

年

　

拙
論
の

中
で

す
で

に

一

度、

明
治
交

明

開
化
と

い

ふ

言

ぴ

方
を

し

た

が、

明
治
朋

に

始

ま

つ

た

國
家
的
規
模
で

の

文

明

開
化

路
線
へ

の

反
動
と

し

て

知

識

人

は

文

明
よ

り

は

む

し

ろ

文

化
の

方
に

眼
を

向

け

た

の

か

も

知
れ

な

い
。

こ

れ

は

支
配

階
級
・

國

民

大

衆
と

知

識

人
の

乖
離
を

小

す

も

の

で

は

あ

る

が
、

、

方、

日

本
の

近

代
化

は

こ

の

や

う

な

兩

極
を

か

が

へ

こ

む

こ

と

で
屮

自

尾
よ

く

進
展

し

得
た

の

だ

と

す

る

逆

説

的

見

解
も

町
能
で

あ

る

や

う

な

氣
が

す
る

。

か

う

見

て

よ
い

の

で

あ

れ

ば
、

こ

こ

に

は

日

本
人

の

バ

一
フ

ン

ス

威
留

覺

が

働
い

て

ゐ

る

こ

と

に
’
歳

ら・
り
。

　

し

か

し

そ

れ

が

砿

し

く

あ

ら

う
と

正

し

く

な

か

ら

う

と、

文

化
と

文
明
の

問

に

懸

絶
を

認

め

な

い

ハ

ン

チ

ン

ト
ン

の

流
鎌
願

が

説
得
的

で

あ

る

こ

と

は

否
め

な

い
。

私
白回

身
は

そ

ろ

そ

ろ

「

文
明
」

へ

の

ア

レ

ル

ギ

ー

か

ら

睨

し

た

方
が

よ

い

頃
か

も

知
れ

な

い

と

思

ひ

始

め

た

と

こ

ろ

で

あ

る
。

三

　
日

本
の

孤
立

　

ハ

ン

チ

ン

ト
ン

は

各

國
を

文
明

と

の

か

か

は

り

方
に

應
じ

て、

構
成
國、

中

核
國、

孤
立

國
、

分
裂
國、

そ

し

て

引
き

裂
か

れ

た

國
家
に

阿
分
し

て

ゐ

る
。

こ

れ

ら

に

つ

い

て

の

説
明
は

煩
瑣
に

渡
る

の

で

省
か

せ

て

も

ら

ふ

が
、

最
後
の

「

引
き

裂
か

れ

た

國
家
」

は

こ

れ

だ

け

で

は

何
の

二

と

か

わ
か

ら

な

い

だ

ら

う
か

ら
、

簡
單
に

誂
明
す

る

と、

國
民

の

間
で、

睡

分
逹
に

ふ

さ

は

し
い

文
明

は

何
で

あ

る

の

か

に

關
し

て

意

見

が
一

致
し

て

ゐ

な
い

國
家
の

謂
で

あ

り
、

そ

の

實
例
は
ロ

シ

ア、

ト

ル

コ

、

メ

キ

シ

コ

、

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

な

ど

で

あ

る
。

　

こ

の

分

け

方

に

從
へ

ば

日

本
は

孤
立

國
に

な

る
。

こ

の

こ

と

で

は

ハ

ン

チ

ン

ト
ン

が
一

箇
の

獨
立

し

た

日

本
交
明
の

存
在
を

認
め

た

乙

と

を

想
ひ

起
す

必

要
が

あ

ら

う
。

彼
に

よ

つ

て

そ

の

や

う

に

見
ら

れ

た

目

本
の

特
徴
は

四

つ

に

大

別
さ

れ

る

が
、

そ
の

　

　

　

　

　

　

　

　

（
11）

第
鷺

は

次
の

通
り

で

あ

る
。

42

他
の

す
べ

て

の

主

要
な

夊
明

に

は、

複
數
の

隅
が

含
ま

れ

る．、

β

本
が

特

異
な

の

は、

口

本
文

明
が

日

木
と
い

う

國

と
一

致

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

日

本
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ア
　ノ
　

　
ア

　　
ス

　　
ホ　　ワ

は、

他
の

國
に

は

存
在
す
る

國

外
離
散
者

さ

え

存
在

し

な

い
．

デ
ー

ア

ス

ポ

ラ

と

は、

咀

國

を

離

れ

て

移
住
し

て

い

る

が、

も

と

の

共

同
鶻
の

感

覺

を

も

ち
つ

づ

け、

祠

國
−、｝
文
化
的
な

接
觸
を

維
持
し

て

い

る

人
び

と
の

こ

と

で

あ

る
。

た

と

え

ば
、

多
く
の

日

本

人
が

ア

メ

リ

カ

に

移
住

し

て

ア

メ

リ

カ

瓧
會
に

同

化

し

て

い

る

が、
　
ハ

ワ

イ

を

除
い

て、

日

本

を

離
れ

た

移
民

は

た

い

て

い

日

本
の

文
化
的

共
同

體
の
一

員
で

は

な

い
。

國
と

文
明
の

獨
自
性
の

結
果
と

し

て、

目

本
は

他

の

ど

ん

な

國
と

も

文

明
的
に

密
接
な

關
係
を

も
っ

て

い

な

い
。

た

と

え

ば、

ア

メ

リ
カ

と

イ

ギ

リ

ス

、

カ

ナ

ダ
、

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

の

あ

い

だ

に

あ
る

よ

う
な、

ま

た

ス

カ

ン

ジ

ナ

ヴ
f

ア

諸
國
に

あ

る

よ

う

な、

そ

し

て

東
方
正

教

侖
回

系
の

國
々

、

　

ラ

テ
ン

ア

メ

リ

カ、
　
ア

ラ

ブ

諸

國
に

さ

え

し

だ

い

に

強

ま

り

つ

つ

あ

る

よ

う
な
ゐ
乂

化「
的

に

密
捜
な

つ

な

が

り

が

な

い

の

だ
。

　

右
の

｝

飾
は

『

21
肚
紀
』

か

ら

引
用

し

た

の

で

あ

る

が、
『

衝

突
」

の
、

こ

れ

に

相
當
す

る

箇
所
で、

ハ
ン

チ

ン

ト

ン

は

彼
の

言

ふ

孤
立

國
の

例
と

し

て
エ

チ

オ

ピ

ア

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

β
12〕

と
ハ

イ

チ

を

擧
げ

た

後、

そ

の

文

を

次

の

や

う

に

續
け

て

ゐ

る
。

最
も

重

要

な

孤
立

國

は、

目

木
で

あ

る．、

日

本
の

獨

特

な

文

化
を

共

有

す

る

國

は

な

く、

他

國

に

移

民

し

た

目

本
入

は

そ
の

國
で

重
要

な

意

味
を

も
つ

ほ

ど

の

人
口

に

逹

す

る

こ

と

も

な

く、

ま

た

移
民

先
の

國
の

文

化
に

も

同

化
し

て

し

ま

う
（

た

と

え

ば

日

系
ア

メ

リ

カ

人
が

そ

う
だ
）
。

目

本
の

孤
立

の

度

が

さ

ら

に

、
咼

ま

る

の

は
、

ほ

本
文
化
は｛
尚

度
に
且
排

他
的
で
、
醐
贋

く

支
持
さ

れ

る

可

能
性
の

あ
．
9

宗
欷

（
キ

リ

ス

ト

教
や

イ
ス

ラ

ム

數
）

や

イ
デ

オ
・

ギ
i

酋
由

上

義
や
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共

産
圭

義
）

を

と

も

な

わ

な

い

と

い

う
事
實
か

ら

で

あ

り、

そ

の

よ

う

な

宗
教

や

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

を

も

た

な

い

た

め

に
、

他
の

瓧
會
に

そ

れ

を

傳
え

て

そ

の

肚

會
の

人

び

と

と

文
化
的
な

關
係
を

築
く
こ

と

が

で

き

な

い

の

で

あ

る
。

　
こ

こ

に

あ

る

の

は

私
逹
の

肓
點
を

突
い

た

指
摘
と

い

ふ

べ

き

だ

ら

う
。

こ

れ

ほ

ど

單
純
明

快
な

こ

と

が

今

ま

で

ほ

と

ん

ど

言
は

れ

て

來
な

か

つ

た
こ

と

が

不

思

議
に

思

は

れ

る
。

日

木
は

地

理

的
に

は

ア

ジ

ア

の
一

國
で

あ

り

な

が

ら、

ア

ジ

ア

の

他
の

如

何
な
る

地
域
と

の

間
に

も

文
化
を

共
有
し

て

は

ゐ

な

い
。

日

本
の

文
化
が

眞
に

文

化

と

し

て

機
能
す

る
の

は、

古
來、

日

本
國
内

に

お

い

て

の

み

で

あ

る
。

日

本
入
と

中

國
人、

朝
鮮
入

を

同
文
同
種
と

稱
し

た

り

す
る

の

は
、

人
種
學
的
に

は

ど

う

で

あ

れ、

文
化
・

文

明
論
的

に

は

誤
り

で

し

か

な

い
。

日

本
人
が

外
國
か

ら

の

影
響
を

受
け

や

す
い

の

も、

或
は、

世
界
牛

和
と
い

ふ

が

如
き

幻
想
に

し

が

み

つ

き

が

ち
な
の

も、

口

本
と

他
國
の

問
に

は

密
接
な

文

化
的
つ

な

が

り
が

な

い

こ

と

の

結
果

な
の

で

あ

ら

う
。

か

か

る

意

味
で

の

日

本
の

孤
立

は

明
白
で

あ

る。

　
し

か

し

第
二

の

特
微
に

移
る

あ

た

り

か

ら、

私
は
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

に

對
し

て

次

第

に

距

離
を

置
き

た

く

な

る
。

彼
の

文
章
が

す

ん

な

り

と

は

讀
め

な

く

な

つ

て

し

ま

ふ
。

　

孤
立

し

て

ゐ

る

日

本
の

特
徴
と

し

て
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

二

番
目

に

指
摘
し

て

ゐ

る

の

は
「
西

歐

化
し

な

い

日

本
」

と
い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

彼
に

よ

れ

ば

口

本
の

近
代
化

が

實
現
さ

せ

た

杜
會
は

、

「

近
代
化
の

頂
點
に

逹
し

な

が

ら
、

基

本
的
な

價
値
觀

、

生
活
樣
式、

人

間
關
係、

行
動
規
範
に

お
い

て

ま

さ

に

非
西

歐
的
な

も

の

を

維
持
し

、

お

そ

ら

く

こ

れ

か

ら

も

維
持
し

つ

づ

け

る

と

考
え

ら

れ

る

肚
會
」

で

あ

り、

等
し
く

近

代
的
な

ア

メ

リ

カ

と

日

本
を

比

較
す

る

と、

次

の

こ

と

が

言
へ

る

の

だ

と

彼
は

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　（
13）

『

21
世
紀
』

の

中
で

述
べ

て

ゐ

る
。

こ

の

二

國
の

文
化
は、

ど

ち
ら

も

近
代
的
だ

と

は
い

え、

ま
っ

た

く

異

な
っ

て

ハ
ン

チ

ン

ト

ン

の

H
本
論
に

つ

い

て

和
田

止

美

い

る
。

二

國
の

相
違
點
は、

個
人

圭

義

と

集
團
圭
義、

牛
等
主

義

と

階
級
制、

自
由
と

權
威、

契
約
と

血

族
關
係、

罪
と

恥、

權
利
と

義
務、

普

遍

主

義
と

排

他
主

義、

競
爭
と

協
調、

異
質
性
と

同
質
性
と

い

っ

た

も

の

の

あ

い

だ

の

差
異

と

し

て

數
え

あ

げ

ら

れ

て

き

た
。

　

私
は

こ

の

文

を

前
に

し

て

頭
を

か

か

へ

た

く

な

る
。

こ

こ

に

書
い

て

あ
る

こ

と

は

正

し

い

か

も

知
れ

な

い

し
、

正

し

く

な
い

か

も

知
れ

な

い、

と

し

か

言

ぴ

や

う

が

な

い
。

た

と
へ

ば

ア

メ

リ

カ

文
化
は

干
等
圭

義
で

日

本
文
化
は

階
級
制
だ

と
の

こ

と

で

あ

る

が
、

或
る

ア

メ

リ

カ

人
が
、

ア

メ

リ

カ

の

ビ

ジ

ネ

ス

杜
會
で

は

上

暦

部
の

決
定

に

對
し

て

孕

瓧
員
が

意
見
を

表
明
す

る

こ

と

が

出
來
な

い

の

に

引
き

か
へ

冂

本
で

は

そ

れ

が

出
來
る

の

が

う

ら

や

ま

し

い

と

述
べ

た

と

い

ふ

話
を

私
は

聞
い

た

乙

と

が

あ

る
。

こ

の

場
合
に

は

ア

メ

リ

カ

こ

そ

階
級
制
で

日

本
は

卆

等
圭
義
と

い

ふ

こ

と

に

な

る

が
、

こ

れ

に

は

當
然、

逆
の

場
合
だ

つ

て

あ

る

だ

ら

う
。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

側
に

立

つ

て

言
へ

ば、

さ

う
い

ふ

個
別
的
な

ケ

ー

ス

が

問
題
で

あ

る

の

で

は

な

く
、

文

化
の

全

體
的
な

在
り

方
と

し

て、

ア

メ

リ

カ

は

季

等
圭

義
で

あ

り、

日

本
は

階
級
制
で

あ

る

と

い

ふ

二

と

な
の

か

も

知
れ

な
い

が、

私
の

見
る

と

こ

ろ、

日

本
文
化
は

ア

メ

リ

カ

人

が

感
じ

て

ゐ

る

ほ

ど

階
級
制
で

は

な

く、

ア

メ

リ

カ

文
化
は

大
方
の

日

本
人

が

さ

う
思

ひ

た

が

る

ほ

ど

孕
等
圭

義
で

は

な
い

。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

二

項
對
立

の

圖
式

は

隨
分

強
引
で

あ

る

が、

そ

の

背
景
に

あ

る

の

は
、

西

歐
化
と

近

代
化
を

峻
別
し

よ

う

と

す
る

彼
の

姿
勢
で

あ

る
。

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

『

衝
突
』

の

中
で
、

非
西

歐
肚
會
が

西

歐
文
明
に

對
し

て

執
つ

た

態
度
を

拒
否

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
（
艮）

主

義、

ケ
マ

ル

主
義、

改
革
主

義
の

三

つ

に

分
け

て

ゐ

る
。

こ

の

内、

拒
否
圭

義
に

關
し

て

は
一

八

六

八

年

よ

り

前
の

日

本
の

態
度
へ

の

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

言

及
を

す
で

に

紹
介
し

無・
改
革
圭
義
は

そ

れ

以

後
の

日

本
の

や

り

方

覓
ら

れ

る

や

う

な、

西
歐
文
明

を

範
と

し

て

仰
ぎ

な

が

ら

も

土

着
文
化
を

殘
し

た

上

で

近

代
化
を

圖

ら

う43
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明
厚

大

学
研

究
紀

要
【

聞

本
剰

化

予
離
・．
閏
語

文

化
学
科
】

第

卜

琴

　一
一
〇ρ，
）

二

年

と

す

る

圭

義
で

あ

り
、

　一

方、

ケ
マ

ル

圭
義

と

い

ふ

の

は、

ト

ル

コ

共

和

閾
初
代

大

統
領
の

ケ
冖・
ル

．

ア

タ

チ
ュ

ル

ク

が
H回
指
し

た

や・
フ

な、

⊥
羊

肩亠
又
ル田
を

放
棄
し

て

西

歐
化
し

よ

う

と

す

る

主

義
の

こ

と

で

あ

る
。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

に

と
つ

て

ぱ

こ

の

や

う

に、

近

代
化
と

い

つ

て

も

酉

歐
化
を

拌
ふ

場
合

と

拌
は

な
い

場
合

が

あ
つ

て
、

日

本

は

そ

の

後
者
だ

と

い

ふ

こ

と

に

な

る
。

コ

西

歐
化
し

な
い

臨

本
L

と

稱
さ

れ

る

所
以

で

あ

る
。

　

し
が

し
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

こ

の

主

張
に

は

疑
問
を

感
ぜ

ざ

る

を

得
な
い
。

私

達

は

西

歐
化
−．
」

い

ふ

こ

と

を

さ

う
い

ふ

意
味
に

解
釋
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

だ

ら

う

か
。

そ

も

そ

も

ご
つ

の

肚
會
が

固
有
の

言
語

を

初

め

と

す
る

土

着
文
化
の

す
べ

て

を

放
棄

す

量
と

な

ど

あ

り

得
な

い
。

ハ

・

チ

・

−

・

も

認
め

て

ゐ

る

窃・
非
西

歐
秕
會

が

「

西

歐
の

價
値
觀
や

制
度
や

生

活
習
慣
な

ど

を

す
つ

か

り

採
用

す

る
一

こ

と

は

　．
不

可
能
に

近
い
」

の

で

あ

る．．

　

西

歐
が

率
先
し

て

行
つ

た

近

代
化
を

非
西

歐
肚
會
が

お

く

れ

て

實
踐
し

よ

う

と

す

れ

ば

そ

の

祉
會
は

程
度
の

差
こ

そ

あ

れ、

西

歐
化
す

る

と

考
へ

る

こ

と

も

可

能
で

あ

る

し
、

む

し

ろ

乙

の

考
へ

方
の

方

が
一

般
的
で

あ

ら

う
。

問

題
は

そ

の

「

程
度
一

で

あ

る
。

す

な

は

ち
西

歐
化
す
る

度
合
で

あ

る
。

日

本
は

明

ら

か

に

そ

れ

が

大

き
い

。

こ

の

こ

と

に

お

け
る

土

着
文
化
の

問
題

は

も
ハ、・
と

愼
重
に

考
察
さ

る

べ

き

で

あ

ら

う。

　

第一…．
の

特
徴
と

さ

れ

る

「

革
命
の

な
い

日

本
」

は

再
び

私
を

當
惑
§

せ

る
。

早
速

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
へ
17丶

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

に

聽
く

こ

と

に

し

よ

う。

摂

本
の

近

代
化
に

は

も

う
 

つ

特
徴
的
な

點
が

あ

る
。

日

本
の

近

代
化
が

革
命

的

な

大

激
動
を

經
驗
せ

ず

に

成
し

と

げ

ら

れ

た

こ

と

だ。

イ

ギ

リ

ス

、

ア

メ

リ

カ
、

フ

ラ

ン

ス
、

卩

シ

ア
、

そ

し

て

中
國
に

は

革
命
が

あ
つ

た

し、

ド

イ

ツ

で

さ

え

ナ

チ

ズ

ム

と

い

う

か

た

ち
で
、

　
｝

種
の

革
命
が

あ
っ

た
。

し

か

し、

目

本
に

は

革
命
が

な

か

っ

た
。

陛

本

の

近

代
化
は、

上

か

ら

課

さ

れ

44

た
二

つ

の

セ
要

な

改
革
の

時
代
I
−

1

明

治

維
漸
と

米

軍

に

よ

る

占
領
1
…

の

な

か

で

遘
め

ら

れ

た
の

で

あ

る
。

耻
會
を

引

き

裂
く

よ・
つ

な
サ

百

し

み

と、

流
血

を

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

ヘ
　

　へ　
　も
　　も
　

　　
　

　も　
　モ
　　の
　

　を
　

　サ　
　ち
　
　う

と

も

な

う

革
命
が

な

か
っ

た

こ

と

で、

目

本

は

傳
統
的
な

文
化
の

統
［

性
を

維

持
し

な

が

ら、

高
度
に

近

代
的
な

祗
會
を

築
い

た

の

で

あ

る．、
（
傍
點、

引

用

者）

　

私
は
こ

の

記
述
が

日

本
の

讀
者
も

さ

る

こ

と

な

が

ら、

む

し

ろ

外
國
人
の

讀
者
に

興
へ

る

印
象
の

方
を

氣
に

懸

け

る
。

こ

れ

だ

け

讀
む

と

日

本
は

類
稀
な

理

想
的
國
家

に

見
え

て

來
る

だ

ら

う
。

そ

れ

は

幽
る

の

で

あ

る
。

　

明
治
維
新
は

他
の

如

何
な

る

革
命
よ

り

も

革
命
的
だ

つ

た

と

い

ふ

見

解
が

最
近、

日

本
の

識
者
の

間
に

出

始

め

て

ゐ

る

が、

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

こ

れ

を

革
命
と

認

め

な

い

の

は

致
し

方
が

な
い
。

ま

た
一．
流
血
L

と
い

ふ

こ

と

で

は
、

明
治

維
新
に

は

戊

辰

戰
爭
が

あ

つ

た

し、

米
軍

に

よ

る

占
領
は

二

百

數
十

萬
の

英
靈
の

犠
牲
に

先
立

た
れ

て

ゐ

る

が
、

こ

の

こ

と

も

不

問
に

付
す

と

し

よ

う
。

戊

辰

戰
爭
に

お

け

る

死
者
の

比

率
は

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

列
擧
し

て

ゐ

る

樣
々

の

革
命
の

場

合

に

く

ら
べ

る

と

僅
か

な

も

の

で

あ
つ

た

ら

う

し、

英

靈
の

死

は

米

軍
に

よ

る

占
領
の

歸
結
で

は

な

く、

前
提

だ

つ

た
か

ら

で

あ

る
。

し

か

し

B
本
の

近

代
化

は
「

傳
統
的
な

文

化
の

統
一

性
を

維

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　ヒ
　
　　ロ　　　へ

持
し

な
が

ら
」

行

は

れ

た

と

い

ふ

く

だ

り

を

讀
み

過
ご

す
わ

け
に

は

行
か

な

い
。

な

る

ほ

ど
「
二

つ

の

主

要

な

改
革
」

に

お

い

て

舊
來
の

文

化
が

こ

と

ご

と

く

破
壞
さ

れ

た

わ

け
で

は

な
か

つ

た。

し

か

し

そ

れ

が

大

き

な

變
容
を

蒙
つ

た

こ

と

は

た

し

が

で

あ

り、

そ

の

後
遺
症

は

今

日

に

尾

を

引
い

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

　
第
二

の叩
四

歐
ル
山

に

し

ろ、

第　
二

の

苗
r

命
に

し

ろ、
　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の一．＝
黒
説

は

い

さ

さ

か

恣
意

堕、
あ

蠡、

そ

の

點、

第
一

の

特
徴

に

つ

な

が

る

語
の

特
徴

縫
入

れ

や

す

い
。

彼
は

言
ふ

。
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日

本
は、

な

ん

ら

か

の

危
機
に

見
舞
わ

れ

た

場
合、

日

本
に

文
化
的
な

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

感
じ

る

と

い

う
理

由
で、

他
の

國
が

結
集
し

て

支
援
し

て

く

れ

る

こ

と

を

常
て

に

で

き

な

い
。

一

方
で、

他
の

瓧
會
と

文
化
的
な
つ

な

が

り
が

な

い

た

め

に、

他
の

い

か

な

る

國
に

た

い

し

て

も

文
化
的
な

共
通

性
に

も

と

つ

い

て

支
援
を

す

る

責
任
が

な

く、

し

た

が

っ

て
、

自
國
の

獨
白
の

權
釜

を

思
う

が

ま

ま

に

追
求
で

き

る
。

（

中
略
）

日

本
は

家
族
を

も

た

な

い

文
明

で

あ

る
。

つ

ま

り、

日

本
は

他
の

吐
會
に

家
族
的
な

義
理

を

も

っ

て

い

な

い

し、

他
の

瓧

會
は、

ア

メ

リ

カ

を

含
め

て
、

目

本
に

た
い

し

て

家
族
的
な

義
務
を

負
っ

て

い

な

い

の

で

あ

る
。

　

い

く

ら

日

本
が

文
化
的

、

文
明

的
に

孤
立

し

て

ゐ

る

か

ら

と

い

つ

て、
「

自
國
の

獨
自
の

權
釜
を

思

う

が

ま

ま

に

追
求
で

き

る
」

と

ま

で

は

言
へ

な

い

で

あ

ら

う
が、

こ

の

箇
所
を

除
け

ば、

こ

こ

に

書
い

て

あ

る

こ

と

は

正

し

い

と
思

ふ
。

し

か

し

日

本

文
明
は

家
族
を

持
た

な

い

に

し

て

も
、

親
戚
は

持
つ

て

ゐ

さ

う
な

氣
が

す
る
。

私
見

に

よ

れ

ば

そ

れ

は

中
華
文
明

で

は

斷
じ

て

な

く、

西

歐

文
明
で

あ

る
。

と

は

い

へ

、

日

本
が

「

な

ん

ら

か

の

危
機
に

見
舞
わ

れ

た

場
合
」

に

こ

の

親
戚
が

日

本
を

助
け
て

く

れ

る

と

い

ふ

保
證
は

な
い

。

ア

メ

リ

カ

を

そ

の

中
に

含
む

西
歐
瓧
會
は、

案
外、

日

本
を

冷
た

く

見
放
す
か

も

知
れ

な

い
。

私
逹
は

こ

の

こ

と

を

肝

に

銘
じ

て

お

く

べ

き

で

あ

ら

う
。

四

　
内

と

外
か

ら

見
た

日

本

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

『

衝
＝

哭
』

　

　

　

　
　
〔
19）

う

に　
説

い

て

ゐ

る
。

の

中
で

、

二

次
大

戰
直
後
の

日

本
の

状
況
を

次

の

や

ハ
ン

チ

ン

ト

ン

の

日

本
論
に

つ

い

て

和
田

止

美

日

本
で

は
、

第
二

次

世

界

大

戰
で

の

壞
滅
的
な

敗
北
に

よ

り
、

文
化
的

に

も

混

亂
の

極
に

逹
し

た。

日

本

と

か

か

わ

り

の

深
い

あ

る

西

歐

人
は

、

一

九

九

四

年

に

こ

う

語
っ

て

い

る
。

「

宗
教、

文
化
な

ど
こ

の

國
の

精
神
活
動
の

あ

ら

ゆ

る

側
面
の

う

ち、

ど
の

程
度
が

あ

の

戰
爭
に

利
用

さ

れ

た

の

か

を

い

ま

か

ら

知
る

こ

と

は

非
常
に

難
し
い
。

戰
爭
で

の

敗
北
は
、

こ

の

國
の

制
度
に

と

て

つ

も

な

い

衝
撃
を

與
え

た。

彼
ら

の

心

の

な

か

で、

す
べ

て

の

も

の

が

價
値
を

失
い、

捨
て

去
ら

れ

た
」 。

か

わ
っ

て
、

西

歐、

な

か

で

も

戰

勝
國
で

あ

る

ア

メ

リ

カ

と

關
連

す
る

あ

ら

ゆ

る

事
物
が

入

り

こ

み、

す

ば

ら

し
い

も
の
、

望

ま

し

い

も

の

と

見

な

さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

ち
ょ

う

ど

中
國
が

ソ

連
を

眞
似
た

よ

う
に
、

日

本
は

そ

う

や
っ

て

ア

メ

リ

カ

を

眞
似
よ

う

と
つ

と

め

た

の

で

あ

る。

　
そ
の

通
り

で

あ

ら

う
が
、

こ

の

文
の

中
で

言
及
さ

れ

て

ゐ

る

「

日

本

と

か

か

わ

り

の

深

い

あ

る

西
歐
人
」

は、
『

衝
突
』

の

卷
末
の

註
に

よ

れ

ば

ア

レ

ッ

ク

ス

・

カ

ー

で

あ

り、
　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

カ

ー

が

ジ

ャ

パ

ン

・

タ

イ

ム

ズ

に

寄
せ

た

文
章
に

依
存

し

な

が

ら

書
い

た

こ

と

に

な

る
。

こ

の

二

人
の

觀
察
が

た

ま

た

ま
一

致
し

た

と

い

ふ

の

な

ら

問
題
は

な
い

わ

け

だ

が
、

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

一

方
で

は

敗
戰
後
の

日

本
の

妝

況

を

文
化
的
な

混
亂
の

極
み

と

評
し

て

お

き
な

が

ら、

他
方

で

は
、

米

軍
の

占
領
下

で

日

本
人

は

「
傳
統
的
な

文

化
の

統
一

性
を

維
持
」

し

た

と

述
べ

る

こ

と

は

理

屈

に

合
は

な

い
。

「

心

の

な

か

で、

す
べ

て

の

も

の

が

價
値
を

失
い
、

捨
て

去
ら

れ

た
」

人
々

に

傳
統
的
な

文
化
の

統
一

性
が

維
持
出
來
る

筈
は

な
い
。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

記

述
が

矛

盾
撞
着
を

來
す
一

例
で

あ

る
。

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　（
20）

　
戰
後
の

日

本
人
の

精
神
的

樣
相
の

變
化

の

跡
も

辿
ら

れ

て

ゐ

る
。

日

本
で

は
一

九

八

〇
年
代
の

め

ざ

ま

し

い

經
濟
發
展
と

は

對
照

的

に、

ア

メ

リ

カ

の

經
濟
や

肚
會
制
度
は

失

敗
し

「

衰
退
」

し
つ

つ

あ

る

と

の

認

識
が

廣
ま

り、45
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明
皐．
人
学
便

究
紀．
要

【
口

本
文

化
学
部

二．鷺
語
文
化

学

科
】

第
十．
写

　　一
〇

〇

三

年

西

歐
に

幻
滅
し

た

日

木
人

は

歐

米

を

お

下

本
と

す

る

こ

と

を

や

め

て、

自
分
た

ち

が

成

功
し

た

理

由
は

自
分

た

ち

自
身
の

文
化
に

あ

る

と

拷
え

る

よ

う

に

な
っ

た
。

　一

九
四

胃

年、

壞
滅
的

な

軍
事・
的一
敗

北
を

招
い

た

臼

本

の

傳
統

は、

戦
後

は
一

轉
し

て

否

定
す
べ

き

も
の

と

さ

れ

た

が、
　皿

九
八

血

年

に

は

經

濟
的

成
功

を

も

た

ら

し、

あ

ら

た

め

て

受

け

入

れ

ら

れ

る

よ

う

に

な
ッ

た
。

日

本
人

は

幽

歐
を

よ

く

知

る

よ

う
に

な

る

に

つ

れ、

1

曲

歐
的

で

あ

る

こ

と

は
、

た

だ

そ

れ

だ

け

で

す

ば

ら

し

い

魔
法
を

も

た

ら

し

て

く

れ

る

わ

け

で

は

な
い

こ

と

に

氣
つ

い

た
。

焦
仮

ら

は

み

ず
か

ら

の

計←
會
構吐
造

を

見
て、

そ

の

こ
・
と

に

氣
つ

い

た
L

。

明
治

維
新

期

の

U
本
人

は
「

脱

亞

入．
歐
」

と

い

う
選
擇
を

し

た

が、

傳
統
文
化

の

復
興

期
で

あ

る、
一

牽
世

紀
末
の

日

本

人
は

、

「

脱
米
入

亞
［

と

も

議
う
べ

き

方
針
を

肯
定

す

る

よ

う

に

な

っ

た
。

　

引

用
符
つ

き

の

文
章
が

あ

る

こ

と

か

ら

察
せ

ら

れ

る

が、

乙

の

簡

所
に

も

お

手
本

が

あ

る

ら

し

く
、

そ

れ

は

前
述
の

ア

レ

ン

ク

ス

・

カ

ー

と

カ

ズ

ヒ

コ

・

オ

ザ

ワ

で

あ

る
。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は

よ

く

よ

く
L

乂齢
鰍

の

調
杏
晶

に

熱
心
」
ぼ、

篤
學
の

士
し

詰
兄
みへ
る

。

　

そ

れ

は

と

も

か

く、
　一

九

八

五

年
頃
の

目

本
に

一．
西

歐

何
す

る

も
の

ぞ
L

と

い

ふ

室

氣
が

鑛
が

つ

た

こ

と

は

私
も

記

憶
し

て

ゐ

る
。

「

曲

欧
か

ら

學
ぶ

時
代
は

終
つ

た
。

こ

れ

か
・
b

は
・
四

歐
に

教
へ

て

や

る

の

だ
「
｝」

い

つ

た

や
・
り

た嘶
こ

と

さ

へ

、

祗

會
の
一

部
で

は．
攝
か

れ

て

ゐ

た
。

私

自
身
は、

内

心
、

乙

れ

を

い

つ

と

き

の

思

ぴ

上

り

と

し

て

せ

せ

ら

笑
つ

て

ゐ

た

が
、

案
の

定、

二

の

室
氣
は、

日

本
が

經
濟
不

況
を

迎
へ

る

に

至
つ

て

な

く

な

つ

た
。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

は
た

眉

の
亠
乂汐
乞

次
の

や，・
つ

に

續
け

て

ゐ

る
。

乙

の

傾
向

の

な

か

で
、

ま

ず
第
一

に

H
本
の

傳
統
文
化
を

み

ず
か

ら
の

も

の

と

し

て

再
認

識
す

る

過
程
を
へ

て、

そ

の

傳
統
の

償
値
を

改
め

て

主
張
し、

第
二

46

に

よ

り

困
難
な
こ

と

で

は

あ

る

が
、

日

本

を

「

ア

ジ

ア

化
−

し

よ

う
と

努

力

し、

そ

れ

ぞ

れ

に

固

有
の

文

化
的

特．
性
は

あ
る

に

せ・「感
、

ア

ジ

ア

全

般
の

文

化

と

同

化
し

よ

う
と

つ

と

め

た
。

　

本
賞
に

さ

う

だ

つ

た

の

で

あ

ら・
つ

か
。

經
濟
的

威
功
に

自
信
め

い

た

も
の

を

植
ゑ

つ

け

ら

れ、

そ

れ

に

促
さ

れ

る

や

う

に

し

て
、

み

つ

か

ら
の

傳
統
文

化

を

再

認

識
し

よ

う

と

し

た

り、

ア

ジ
叫，’
全

般
の

文

化
と

同
化
し

よ

う

と

努

め

た

り

す

る

機
運
が

あ

つ

た

こ

と

は

事
實
か
’−
わ

知
れ

な

い
。

し

か

し

そ

の

機
運

が

本

物
で

あ

れ

ば、

如
何
に

經
濟
が

不

況
に

な
つ

た

と

し

て

も
、

十

數
年
後
の

八
，

口、

目

木
人

の

精
紳
は

も

う

少

し

異
な

る

も

の

に

な

つ

て

ゐ

た

だ

ら

う

と

思

は

れ

る
。

　

そ

れ

に

第
二

の

事
柄
一

ア

ジ

ア

化
L

は

十

臺
か

ら

し

て

粧｛
理

な

話
で

あ
る
。

　
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

自
身、

同
じ
．

節
の

中
で、

か

う
書
か

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

つ

た。

一

つ

の

文
明
圈
と

し

て

の

日

本
の

特
異
性、

各

國
の

記

憶
に

殘

る

円

本
の

軍
國

生
義、

そ

し

て

他
の

多
く

の

ア

ジ

ア

諸

閾

に

と
っ

て

中
國
が

縄

濟
上

の

中

心

的

存
在
で

あ

る

と

い

う
事
實
は、

目

本
に

と
っ

て

西

歐

か

ら

離
れ

て

い

く

こ

と

は

で

き

て

も
、

ア

ジ

ア

に

と

け
こ

ん

で

い

く

こ

と

は

難

し

い

こ

と

を

荵

味
し

て

い

る
。

口

太・
は

自
身
の

文
化
的
ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

輿

確
認

す

る

こ

と

で、

そ

の

獨
自

性
と、

内

歐
2・一
も

ア

ジ

ア

と

も

異

な

る

文
化

を

強
調
し

よ

う

と

し

て

い

る
。

　

鱒
統
文
化

の

再

認

識
と

ア

ジ

ア

化
の

二

つ

に

お

い

て
、

後

者
は

蔚
者

に

屈

し

た

と

い

ふ

こ

と

で

あ

ら

う

が
。

　
ハ
ン

チ

ン

ト

ン

の

日

本
払

珊

の
閏
取

大

の

特
徴
は、

彼
が

凵

本

を

獨
白回
の、

孤」
紘

し

た

文
明

と

見

做
し

た
こ

と

で

あ

る

が
、

そ

の

背
後
に

は、

古
い

文

化
の

傳
統
が
A7

で

も
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保
持
さ

れ

て

ゐ

る

と

い

ふ

思
ひ

こ

み

が

あ

る

や

う

に

見
え

る
。

日

本
人
は
【

時
的
に

そ

れ

を

見
失

ふ

こ

と

は

あ
つ

て

も、

必

ず
や

そ

れ

を

再
び

見
出
だ

し

て、

そ

の

中
で

休
ら

ふ

こ

と

が

出
來
る

と

彼
は

考
へ

て

ゐ

る

の

で

は

な
い

か
。

も

つ

と

も
こ

の

こ

と

で
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

を

批
刻
す
れ

ば、

そ

の

批
剣
の

刄

が

今

度
は

自
分
に

突
き
つ

け

ら

れ

る

こ

と

を

私
は

承

知
し

て

ゐ

る
。

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

正

し

く

な

い

の

な

ら、

古
い

日

本
と

今
の

目

本
は

文
化
的
に

見

て

別
物
で

あ

る

と

考
へ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が、

お

前
は

さ

う
い

ふ

思

想
の

持
卞

な

の

か

と

詰
め

寄
ら

れ

た

ら、

私
と

て

然
り

と

答
へ

る

こ

と

は

出
來
な
い

。

た

し
か

に

李

安
時
代
の

日

本
も

江

戸
時
代
の

日

本
も

現
代
の

ロ

本
と

同

じ

文
化
協
同

體
に

屬
し

て

ゐ

る
。

そ

の

こ

と

は

文
化
の

基
本
で

あ

る

言

葉

の
一

貫
性
に

徴
し

て

明

白

で

あ

ら

う
。

　

し

か

し

過

去
と

現
在
の

日

本
文
化
は

直
線
的
に

つ

な

が

つ

て

は

ゐ

な

い

の

で

あ

る
。

近

代
化
の

以

前
と

以
後
を

く

ら
べ

る

と、

蓋
し
、

兩

者
の

間

に

は

幾
つ

か

の

斷
層

が

あ

る
。

現
代
日

本
の

文
化
的
現
象
の

先
例
を

罕
安

時
代
や

江

戸
時
代
に

求
め

る

こ

と

は

通

常
む

つ

か

し

い
。

何
か

が

變
つ

て

し

ま

つ

た
の

だ
。

か

と

い

つ

て

變
ら

な
い

部

分
も

あ

る
。

こ

の

二

つ

の

兼
合
ひ

を

ど

う

表
現
し

た

ら
い

い

の

だ

ら

う
。

過

去
と

の

斷
絶
と

連

續
。

こ

れ

こ

そ

日

本
の

文
明
批
評
家
を

苦
し

め

る

最
大
の

難
問

な

の

で

は

あ

る

ま
い

か
。

　

ハ

ン

チ

ン

ト
ン

に

さ

う
い

ふ

文
明
批
許
家
の

役
割
を

期
待
す
る

こ

と

は

出
來
な

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
も
　　　も

と

言
つ

た

と
こ

ろ

で
、

彼
の

不
名
譽
に

は

な

ら

な

い
。

日

本
文
化
の

あ

や

に

も
つ

と

目

を

向
け
て

も

ら

ひ

た

か

つ

た

と

思
は

な
い

で

も

な

い

が、

世
界
中

の

文
化
と

文

明

を

調
べ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

立

場
の

彼
に

對
し

て、

お

そ

ら

く
こ

れ

は

無
理

な

註
文

で

あ

ら

う。

い

つ

れ

に

し

て

も
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

論
じ

た

目

本
は

外
か

ら

見
た

日

本

で

あ

り、

私

逹

が

日

本
の

進

路
を

考
へ

る

上

で
一

つ

の

有
力

な

參
考
に

な

る

こ

と

は

間
違
ひ

な
い

が、

そ

れ

以

上

の

も
の

で

は

な
い

。

私

逹

は

彼
の

や

う
な

意
見
を

念
頭

に

置
き

な

が

ら、

日

本
人

と

し

て

の

感
性
を

生

か

し

て、

日

本
を

内

側
か

ら

見

る

や

ハ
ン

チ

ン

ト

ン

の

日

本
論

に

つ

い

て

和
田

正

美

う

に

努
力
す
べ

き

で

あ

る
。

さ

う

す

れ

ば
ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

い

は

ゆ

る

傳
統
文
化
が

他
な

ら
ぬ

日

本
人

の

手

で

破
壞
さ

れ

て

行
く

光

景

が

目

に

入

る

で

あ

ら

う
。

日

本
の

破
滅
を

も

く

ろ

む

諸
外
國
の

壓

力
が

日
々

高
ま

つ

て

行
く

こ

と

に

も

氣
つ

く
で

あ

ら

う。

孤
立

國
家
・

日

本
の

前
途

は

ま
こ

と

に

多
難
で

あ

る
。

　

拙
論
を
こ

こ

ま

で

讀
ん

で

く

れ

た

人
は

ー
さ

う
い

ふ

人
が

ゐ

た

と

し

て

言
ふ

の

で

あ

る

が

1
私
が

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

日

本
論
に

は

限
界
を

感
じ

て

も、

彼
の

「

文

明
の

衝
突
」

理

論
に

は

全

面

的
に

贊
成
し

て

ゐ

る

や

う
に

思
つ

た

か

も

知
れ

な
い

。

し
か

し

必

ず
し

も

さ

う

で

は

な

い

の

で

あ

る
。

こ

の

理

論
は、

ど

れ

ほ

ど

そ

れ

を

讀

み

進
め

て

も、

牟
信
牛
疑
と

し

か

言

ひ

や

う
が

な

い
。

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

が

文

明

の

在

り

方
を

論
じ

る

姿
勢
は

柔
軟
で

あ

る

が、

國
際
政
治
を

論
じ
る

段
に

な

る

と、

そ

の

柔
軟
さ

が

か

へ

つ

て

仇
に

な

り、

論
が

硬
直
化
し

て

來
る

や

う
に

感
じ

る

場

合
も

あ

る
。

最
近

の

イ

ラ

ク

情
勢
や

北
朝
鮮

情
勢
を

見

て

ゐ

て

も、

そ

こ

に

文
明

の

衝
突
と

い

ふ

側
面

が

あ

る

と

し

て

も、

そ

れ

と

は

別
種
の、

核
兵
器
の

保
有
を

め

ぐ

る

エ

ゴ

イ

ズ

ム

と
エ

ゴ

イ

ズ

ム

の

衝
突
と

い

ふ

側
面
が

あ

る

こ

と

を

無
硯
す
る

わ

け

に

は

宥

か

な

い
。

ハ

ン

チ

ン

ト

ン

の

ユ

ニ

ー

ク

な

理

論
の

眞
贋
が

判
明

す
る

ま
で

に

は

少
な

く

と

も

あ

と

十

年
か

二

十
年
は

か

か

る

や

う
な

氣
が

す
る

。

そ

れ

ま

で

は、

海
の

も

の

と

も

山

の

も

の

と

も
つ

か

な

い

こ

の

理

論
の

成

行
き

を
、

愛
情
を

籠
め

て

1
皮

肉
と

し

て

言
ふ

の

で

は

な

い

！

−
見
守
る

こ

と

に

し

た

い

も
の

で

あ
る
。

注底

本
は

次

の

二

種
類
で

あ

る
。

　
a

　
サ

ニ
ニ

エ

ル

・
ハ
ン

チ

ン

ト

ン

　

鈴
木
土

税
譯

『

文
明
の

衝

突
』

　
集
英
吐

　
二

〇

〇一
年
一
一

　

月
二

五

日

第
一
五

刷
（
第一
刷
は
一
九
九
八

年

六

月
三

〇
日）

　
b

サ

ミ

ュ
エ

ル

・
ハ
ン

チ

ン

ト

ン

鈴
本
圭

税
譯
『

文
明
の

衝

突
と

21
世
紀
の

日

本
』

集
英
杜
新

　

書

二

〇
〇
…
年
一
Q
月
一
〇

R
第

π
刷
（
第一
刷
は

二

QOO

年
一
月
二

三

日）
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