
中
国
・
北
京
で
育
ち
な
が
ら 

日
本
に
親
し
ん
だ
幼
少
時
代

　

彭
先
生
は
、中
国
・
北
京
市
の
生
ま
れ
。

ご
両
親
は
と
も
に
北
京
大
学
の
教
授
で
、

日
本
文
学
な
ど
日
本
に
関
わ
る
研
究
や
教

育
に
携
わ
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
環
境
で

育
っ
た
先
生
は
、
小
さ
な
頃
か
ら
、
日
本

の
童
謡
を
聴
い
た
り
、
両
親
の
日
本
人
の

恩
師
か
ら
可
愛
が
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
に

親
し
む
機
会
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。「
私
自

身
も
中
国
の
大
学
や
大
学
院
で
日
本
文
学

を
学
び
ま
し
た
。
中
国
社
会
科
学
院
大
学

院
に
在
籍
し
て
い
た
時
、
日
本
に
留
学
す

る
機
会
が
あ
っ
て
広
島
大
学
大
学
院
へ
。

そ
の
後
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
大
学
院

に
も
進
み
ま
し
た
」。

　

そ
こ
で
は
、
当
時
発
足
し
た
ば
か
り
の

「
比
較
文
化
学
専
攻
」
に
所
属
。
日
本
と

中
国
の
文
学
を
比
較
す
る
研
究
に
取
り
組

ん
だ
。
そ
の
際
、
周
作
人
（
し
ゅ
う
・
さ

く
じ
ん
。
作
家
、
日
本
文
化
研
究
者
）
を

取
り
上
げ
た
こ
と
が
、
先
生
の
転
機
に

な
っ
た
。「
彼
は
日
中
戦
争
時
に
日
本
に
協

力
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
長
い
間
著
書
が

中
国
で
出
版
さ
れ
ず
、
研
究
が
難
し
い
作

家
で
し
た
。
け
れ
ど
日
本
の
こ
と
を
と
て

も
よ
く
理
解
し
て
い
て
、
そ
の
著
作
物
を

読
み
進
め
る
う
ち
、
私
は
日
本
の
文
化
に

も
大
き
な
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
」。

　

そ
の
後
先
生
は
、
創
設
間
も
な
い
本
学

の
総
合
政
策
学
部
に
勤
務
す
る
こ
と
に
。

「
こ
れ
ま
で
以
上
に
広
い
視
野
で
日
本
と

中
国
を
比
較
し
て
み
た
い
」
と
い
う
思
い

か
ら
、
比
較
文
学
か
ら
比
較
文
化
へ
と
研

究
テ
ー
マ
を
広
げ
て
い
っ
た
。

身
近
な
「
茶
」
を
切
り
口
に
、 

日
本
と
中
国
の
文
化
を
見
つ
め
る

　

先
生
が
日
本
と
中
国
の
文
化
を
比
較
す

る
際
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
の
が
「
茶

文
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
思
想
や
宗
教
観
、
美
意
識
や
文
化

の
継
承
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
、

と
先
生
は
語
る
。

　

日
本
の
茶
文
化
と
聞
い
て
、
多
く
の
人

が
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
「
茶
道
」
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
も
と
も
と
中
国
で

生
ま
れ
た
も
の
で
、
唐
代
の
詩
と
書
籍
の

中
で
初
め
て
そ
の
言
葉
が
使
わ
れ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
れ
が
中

国
の
寺
院
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
平

安
時
代
の
王
朝
・
貴
族
が
模
倣
し
た
。
そ

の
後
、
鎌
倉
時
代
を
経
て
室
町
や
安
土
桃

山
時
代
に
は
、
書
院
造
の
建
物
の
広
間
で

中
国
・
唐
代
に
始
ま
り
、宋
代
に
盛
ん
に
な
り
、日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た

茶
文
化
。以
来
、日
本
と
中
国
の
そ
れ
ぞ
れ
で
発
展
し
、起
源
を
同
じ
く

し
な
が
ら
も
、今
で
は
大
き
な
違
い
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
茶
文
化
を
モ
チ
ー
フ
に
、日
本
と
中
国
の
文
化
を
比
較
研
究
し
て

い
る
彭
先
生
は
、「
ど
ち
ら
が
上
も
下
も
な
い
。共
通
点
と
相
違
点
を
そ

の
ま
ま
受
け
止
め
、そ
れ
ぞ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
が
大
切
」と
語
る
。

生
活
様
式
や
価
値
観
の
異
な
る
者
同
士
が
、信
じ
助
け
合
っ
て
と
も
に

生
き
る
。そ
ん
な
未
来
を
願
う
先
生
に
、お
話
を
伺
っ
た
。

文
化
は
衝
突
し
な
い
。

自
分
と
相
手
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、

共
生
へ
の
道
が
拓
け
る
。

彭 浩 教 授

総 合 政 策 学 部



中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
天
目
茶
碗
な
ど
の

豪
華
な
茶
道
具
を
用
い
て
楽
し
む
「
書
院

茶
」
が
武
士
階
級
を
中
心
に
愛
好
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
和
物
も
取
り
入

れ
草
庵
思
想
に
基
づ
い
た
「
わ
び
茶
」
が

生
ま
れ
、
千
利
休
に
よ
っ
て
、
わ
び
・
さ

び
を
求
め
る
禅
の
修
行
と
し
て「
茶
の
湯
」

が
結
実
す
る
。
そ
し
て
表
千
家
・
裏
千
家

と
い
っ
た
家
元
制
度
が
確
立
し
、
５
０
０

年
以
上
、
日
本
の
伝
統
文
化
と
し
て
継
承

さ
れ
て
き
た
。

　
「
し
か
し
中
国
の
場
合
、
王
朝
が
交
代

す
る
た
び
に
以
前
の
文
化
は
途
絶
え
、
新

た
な
文
化
が
登
場
し
ま
す
。
例
え
ば
、
日

本
の
茶
道
に
欠
か
せ
な
い
“
抹
茶
”。
こ

れ
は
お
茶
を
粉
末
に
し
た
“
末
茶
”
と
し

て
中
国
の
宋
代
に
流
行
し
、
楽
し
ま
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
日
本
に
渡
来
し
ま
し
た

が
、現
在
の
中
国
に
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

明
の
初
代
皇
帝
・
朱
元
璋
が
、
末
茶
の
製

造
禁
止
令
を
出
し
た
こ
と
で
姿
を
消
し
た

の
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
“
葉
茶
”
が
主

流
に
な
り
、
小
さ
な
急
須
と
茶
碗
で
楽
し

む
煎
茶
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
」。
日
本

と
中
国
の
社
会
構
造
の
違
い
が
文
化
伝
承

に
与
え
る
影
響
を
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
も

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
先
生
は
説

明
し
て
く
れ
た
。

日
本
の
茶
道
、
中
国
の
茶
芸
。 

独
自
に
進
化
し
た
茶
文
化

　

先
生
は
日
中
の
茶
文
化
の
研
究
に
着
手

し
て
数
年
後
、
裏
千
家
の
松
村
宗
喜
先
生

に
師
事
し
、
自
身
も
茶
道
の
稽
古
を
受
け

る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
茶
道
の
知

識
は
あ
っ
た
が
、
実
際
に
稽
古
を
受
け
て

見
方
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
た
、
と
先
生
は

当
時
を
振
り
返
る
。「
日
本
の
茶
道
は
も
と

も
と
禅
宗
と
と
も
に
中
国
か
ら
や
っ
て
来

た
も
の
で
、
禅
や
人
生
の
修
行
に
通
じ
て

い
ま
す
。
修
行
の
場
で
あ
る
お
稽
古
で
、

松
村
先
生
か
ら
は
最
初
に
“
ご
自
分
を
お

棄
て
な
さ
い
”
と
指
導
さ
れ
ま
し
た
。
自

分
を
棄
て
る
と
い
う
の
は
仏
教
の
修
行
で

言
う
と
こ
ろ
の
“
我
”、
自
分
中
心
の
考

え
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
」。

松
村
先
生
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
「
お
茶
は

心
で
す
よ
」
と
言
う
そ
う
だ
。「
茶
道
の

“
心
”
と
は
“
和
敬
静
寂
”
と
い
わ
れ
る

も
の
で
、
自
然
と
人
間
と
の
調
和
や
、
人

を
敬
う
心
遣
い
、
清
ら
か
さ
、
何
が
あ
っ

て
も
動
揺
し
な
い
心
の
持
ち
方
を
象
徴

北京大学東方言語文学部日本言語文学科卒業。中国社会科学院大学
院外国文学部日本文学専攻修士課程修了。広島大学大学院博士課程

（後期）社会科学研究科単位取得中退。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科比較文化学専攻
博士課程単位取得満期修了。中央大学総合政策学部准教授等を経て、2010 年より中央大学総
合政策学部教授。専門は、日本と中国を中心とした比較文化学・比較文学。

彭 浩（ほう こう）

本学部の中国語の授業で使われているテキ
ストは先生が手がけたもの。「マスターする
と中国語検定試験 3級にパスできますよ」



し
、
生
き
方
の
指
針
と
も
な
り
ま
す
。
お

稽
古
を
重
ね
る
こ
と
で
、
こ
の
“
和
敬
静

寂
”
を
単
な
る
知
識
で
は
な
く
、
実
践
的

に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」。

　

お
茶
を
点
て
る
時
は
も
ち
ろ
ん
、
お
客

と
し
て
お
茶
室
に
入
る
前
か
ら
お
茶
を
い

た
だ
く
ま
で
、
型
と
形
を
重
ん
じ
る
日
本

の
茶
道
で
は
所
作
（
立
ち
居
振
る
舞
い
）

が
厳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
ひ
と

つ
に
心
を
込
め
る
こ
と
で
精
神
性
を
高

め
、「
道
」
を
究
め
て
い
く
。
稽
古
で
は
和

歌
も
詠
む
し
、
花
や
香
に
も
ふ
れ
る
。
茶

道
は
、
日
本
の
思
想
や
芸
術
を
総
合
的
に

学
ぶ
場
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
茶
文
化
発
祥
の
地
で
あ
る
中
国

で
も
、
茶
は
人
間
が
生
き
る
上
で
重
要
な

も
の
だ
。
中
国
人
の
人
生
観
や
生
き
方
に

は
、
自
由
に
生
き
て
超
越
の
境
涯
を
求
め

る
老
荘
思
想
と
、
現
世
を
重
視
す
る
儒
家

思
想
と
が
と
も
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
家
族
や
友
人
と
い
っ
た
人
間
関
係
を

と
て
も
大
切
に
し
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ

ま
で
の
一
度
限
り
の
人
生
を
思
う
存
分
に

楽
し
も
う
と
す
る
価
値
観
が
あ
る
。
茶
は

人
間
関
係
を
親
し
く
す
る
た
め
の
媒
体

で
、
味
や
香
り
、
色
な
ど
を
心
通
じ
合
う

相
手
と
と
も
に
楽
し
む
。
和
気
藹
藹
と
し

た
雰
囲
気
の
中
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
皆

で
楽
し
む
茶
芸
が
、
現
代
中
国
で
の
茶
文

化
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

共
通
点
と
相
違
点
を
認
識
す
る 

こ
と
か
ら
共
生
は
始
ま
る

　

暮
ら
し
に
身
近
な「
茶
」と
い
う
モ
チ
ー

フ
一
つ
と
っ
て
も
、
日
本
と
中
国
に
は
大

き
な
違
い
が
あ
る
。「
日
本
の
茶
道
は
ま
さ

に
“
道
”、
修
行
の
要
素
が
あ
り
、
中
国

で
は
“
芸
”、
楽
し
む
も
の
に
な
っ
て
い

ま
す
。
け
れ
ど
、
ど
ち
ら
が
上
で
ど
ち
ら

が
下
と
い
う
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
比

較
文
化
に
お
い
て
最
も
大
切
な
の
は
相
互

理
解
。
共
通
点
と
相
違
点
と
を
知
り
、
そ

れ
を
認
め
合
う
こ
と
、
と
先
生
は
言
う
。

「
自
分
の
側
が
正
し
い
、
優
れ
て
い
る
と

い
う
価
値
観
は
争
い
に
つ
な
が
り
ま
す
。

寛
容
な
心
で
相
手
を
受
け
止
め
、“
共
生
”

へ
の
道
を
模
索
し
て
い
く
。
こ
れ
は
世
界

各
地
で
紛
争
が
起
こ
っ
て
い
る
21
世
紀
に

お
い
て
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

　

比
較
文
化
の
研
究
を
続
け
て
き
て
思
う

の
は
、「
文
化
は
衝
突
し
な
い
」
こ
と
だ
と

先
生
は
語
る
。「
茶
文
化
も
、
中
国
と
日
本

の
僧
侶
た
ち
が
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
も
の

が
受
け
入
れ
ら
れ
、
日
本
の
人
々
に
親
し

ま
れ
て
独
自
の
文
化
に
な
り
ま
し
た
。
文

化
と
文
化
の
出
会
い
は
新
た
な
文
化
を
生

み
、
異
な
る
生
活
様
式
や
価
値
観
を
持
つ

人
々
を
平
和
的
に
つ
な
げ
ま
す
」。
い
ま

中
国
で
は
、
多
く
の
人
が
マ
ン
ガ
や

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
日
本
発
の
文
化
に
親

し
ん
で
い
る
。「
日
本
を
も
っ
と
知
り
た
い

と
来
日
し
、
学
ん
で
い
る
中
国
人
留
学
生

が
本
学
に
も
６
０
０
名
ほ
ど
在
籍
し
て
い

ま
す
。“
日
本
の
何
が
好
き
？
”
と
彼
ら
に

訊
ね
る
と
“
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
す
べ
て

が
好
き
”
と
（
笑
）。
文
化
の
面
で
は
、

日
本
と
中
国
が
親
近
感
で
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
を
感
じ
ま
す
」。

　

そ
の
一
方
で
、
現
在
、
日
中
関
係
は
揺

日本語で、そして中国語で。先生は日中それぞれの国の
文化についての考察を、多くの書籍で発表している。

先生が茶文化に関する文章を寄稿した雑誌『和
華』。2013 年、「日中友好」を理念に、中国人
留学生がアルバイト代をもとに創刊したもの。

中国語のナレーションも行っている先生。さまざまな
教材で、先生の中国語にふれることができる。



れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
若
者
の
中
に
は
日

中
双
方
の
美
点
を
認
め
、
こ
ん
な
時
だ
か

ら
こ
そ
自
分
た
ち
の
力
で
両
国
を
つ
な
ご

う
、
と
行
動
す
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
そ

の
様
子
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

で
す
」。
例
え
ば
先
生
の
教
え
子
の
一
人

は
、
国
内
報
道
が
中
国
の
反
日
デ
モ
を
取

り
上
げ
て
い
た
時
期
に
、
夏
季
休
暇
を
利

用
し
て
上
海
に
短
期
留
学
を
し
た
。
帰
国

後
、「
日
本
で
見
て
い
た
ニ
ュ
ー
ス
と
は

違
っ
て
、
向
こ
う
の
人
は
み
ん
な
親
切
。

自
分
の
目
で
現
地
を
見
て
、
実
情
を
知
る

の
は
有
意
義
な
体
験
だ
っ
た
」
と
先
生
に

話
し
て
く
れ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
そ
の
経

験
か
ら
「
生
涯
を
か
け
て
日
中
間
の
友
好

関
係
を
つ
く
り
た
い
」と
い
う
志
を
育
み
、

在
学
中
、
長
期
留
学
を
す
る
た
め
に
も
う

一
度
中
国
に
渡
っ
た
。

　

そ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
て
く
れ

る
時
、
先
生
が
浮
か
べ
た
輝
く
よ
う
な
笑

顔
は
、
柔
軟
な
感
性
や
豊
か
な
行
動
力
を

持
つ
若
い
人
た
ち
の
存
在
に
希
望
の
光
を

見
出
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
た
。

比
較
文
化
で
育
む
広
い
心
を 

自
分
に
も
向
け
て
ほ
し
い

　

先
生
は
自
身
の
ゼ
ミ
で
、
日
本
と
中
国

の
文
化
を
比
較
し
て
理
解
を
深
め
、
ま
た

比
較
の
視
点
に
よ
っ
て
東
ア
ジ
ア
や
世
界

に
お
け
る
日
本
の
位
置
づ
け
を
見
つ
め
る

こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
学
生
の
指
導
に
あ

た
っ
て
い
る
。「
例
え
ば
1
年
次
の
基
礎
演

習
で
は
、
中
国
人
の
価
値
観
や
社
会
、
生

活
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

『
中
国
文
化
読
本
』
と
い
う
本
を
皆
で
読

み
ま
す
。
3
年
次
の
ゼ
ミ
で
は『
日
・
韓
・

中
三
国
の
比
較
文
化
論
』
を
読
み
ま
す
。

（
北
京
大
学
の
教
授
が
書
い
た
本
な
の
で

難
し
く
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
章

の
一
つ
ひ
と
つ
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
の

で
、
あ
ま
り
苦
労
せ
ず
に
読
み
進
め
ら
れ

ま
す
よ
」。）一
章
を
各
自
が
通
読
し
た
後
、

発
表
担
当
の
学
生
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
を
行
い
、
み
ん
な
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
し
て
理
解
を
深
め
る
ス
タ
イ
ル
を
採
っ

て
い
る
そ
う
だ
。

　

ま
た
先
生
は
学
生
に
向
き
合
う
中
で
、

「
心
の
余
裕
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ
」
を

伝
え
て
い
る
と
い
う
。「
今
の
学
生
を
見
て

い
て
、
気
持
ち
の
ゆ
と
り
や
自
信
が
な
い

な
、
と
感
じ
ま
す
。
で
き
な
い
こ
と
は
誰

だ
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
焦
ら
ず
に
敢
え

て
ゆ
と
り
を
持
つ
こ
と
を
心
が
け
て
、
目

の
前
の
課
題
に
ゆ
っ
く
り
向
き
合
い
な
さ

い
、
と
話
し
て
い
ま
す
」。

　

日
本
の
人
は
自
分
の
内
側
に
籠
り
が
ち

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
先
生
。「
悩
ん
で

い
て
も
人
に
話
さ
ず
、
抱
え
込
ん
で
悶
々

と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
周
囲
に
さ
ら
け
出

す
こ
と
を
良
し
と
し
な
い
。
そ
れ
は
日
本

的
な
美
学
の
一
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
行

き
過
ぎ
る
と
自
分
を
追
い
詰
め
る
こ
と
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
中
国
で
し
た

ら
、
ど
ん
な
問
題
や
悩
み
ご
と
も
家
族
や

友
人
と
話
し
合
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る

で
し
ょ
う
」。

　

学
生
に
は
、
中
国
を
始
め
い
ろ
い
ろ
な

国
の
文
化
や
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
価

値
観
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
そ
こ
か
ら

視
野
が
広
が
る
、
と
先
生
は
語
る
。「
比
較

文
化
を
通
じ
て
身
に
つ
け
た
寛
容
の
精
神

を
、
自
分
に
も
向
け
て
も
ら
い
た
い
で
す

ね
。
自
分
を
認
め
相
手
を
認
め
る
こ
と
か

ら
、
信
じ
合
い
、
助
け
合
っ
て
と
も
に
生

き
て
い
く
と
い
う
“
共
生
”
へ
の
道
が
拓

け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

ま
ず
、
自
分
自
身
を
大
切
に
す
る
こ
と

を
心
が
け
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
自
分

を
尊
重
し
、
余
裕
と
自
信
を
持
っ
て
勉
強

す
れ
ば
、
楽
し
く
実
り
の
多
い
学
生
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。ま
た
、

な
る
べ
く
た
く
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
、
た

く
さ
ん
の
人
と
交
流
す
る
こ
と
も
お
勧
め

し
た
い
で
す
ね
。
知
識
を
つ
け
る
だ
け
で

な
く
、
自
分
の
目
で
確
か
め
判
断
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
が
、
借
り
も
の
で
は
な
い
自

分
な
ら
で
は
の
価
値
観
を
磨
く
こ
と
に
つ

な
が
る
と
思
い
ま
す
。

和やかに進められる先生のゼミ。「もっと中国の
ことを知りたい」「視野を広げたい」といった指
向の学生が集まるとのこと。


