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西
洋
中
心
の
領
域
に
、

新
た
な
視
点
を
提
示

中
国
語
へ
の
思
い
か
ら

研
究
者
に
「
転
職
」

石
村
先
生
の
お
祖
父
さ
ん
は
、
終
戦
後

に
日
本
に
引
き
揚
げ
て
く
る
ま
で
の
約
20

年
、
中
国
で
暮
ら
し
て
い
た
そ
う
だ
。
お

祖
父
さ
ん
と
、
幼
少
期
を
同
じ
く
中
国
で

過
ご
し
た
お
父
さ
ん
か
ら
、
先
生
は
中
国

の
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
か
さ
れ
て
育
っ
た
。

影
響
を
受
け
て
「
日
本
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
国
を
見
て
み
た
い
」
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
先
生
は
語
学
に
関
心
を

抱
き
、
高
校
で
は
英
語
の
学
習
に
力
を
入

れ
、
大
学
で
は
中
国
文
学
を
専
攻
。
中
国

語
を
学
ぶ
に
つ
れ
て
、
そ
の
新
鮮
さ
と
面

白
さ
に
魅
了
さ
れ
た
と
い
う
。

「
中
国
語
は
、
日
本
語
と
も
英
語
と
も

異
な
る
仕
組
み
を
持
つ
言
語
。
英
語
の
よ

う
に
し
っ
か
り
と
し
た
文
法
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
一
見
す
る
と
捉
え
ど
こ

ろ
が
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
じ
っ
く
り
見
て
い
く
と
、

中
国
語
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
は
整
然
と
し
た

体
系
性
が
息
づ
い
て
い
て
、
そ
こ
に
〝
エ

レ
ガ
ン
ト
〞
と
で
も
表
現
し
た
く
な
る
よ

う
な
魅
力
を
感
じ
ま
す
」。
大
学
卒
業
後
、

一
度
は
企
業
に
就
職
し
た
も
の
の
「
ま
だ

中
国
語
に
心
行
く
ま
で
向
き
合
っ
て
い
な

い
。〝
こ
れ
〞
と
感
じ
た
も
の
な
の
だ
か

ら
、
や
は
り
じ
っ
く
り
取
り
組
ん
で
み
た

い
」
と
い
う
思
い
を
強
く
し
て
退
職
を
決

意
。
中
国
に
留
学
し
た
後
、
大
学
院
に
入

学
し
、「
現
代
中
国
語
の
文
法
研
究
」
の

道
を
歩
み
始
め
た
。

独
特
の
個
性
が

興
味
深
い
中
国
語

中
国
語
に
は
、
日
本
語
と
同
様
、
い
や

そ
れ
以
上
に
多
彩
な
方
言
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
日
本
語
の
「
標
準
語
」
に
相
当
す

る
も
の
が
、
中
国
語
の
場
合
は
「
北
京
官

話
」
で
あ
る
。
先
生
も
、
現
代
中
国
語
と

し
て
こ
の
北
京
官
話
を
ベ
ー
ス
に
研
究
を

行
っ
て
い
る
。

先
生
は
、
現
代
中
国
語
の
特
徴
を
こ
う

語
る
。「
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
中
国
語
は

〝
声
調
言
語
〞
で
あ
る
こ
と
。
声
調
と
は
、

〝
音
の
高
低
の
パ
タ
ー
ン
〞
で
す
。
中
国
語

に
は
四
つ
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
パ
タ
ー

ン
が
あ
っ
て
、
こ
の
違
い
で
言
葉
の
意
味
が

異
な
り
ま
す
。
有
名
な
の
が
〝m

a

〞
の
発

声
例
で
、〝
お
母
さ
ん
／
麻
／
馬
／
叱
る
〞

を
意
味
す
る
４
つ
の
言
葉
を
、
声
調
で
話

し
分
け
ま
す
」。
先
生
は
ま
ず
こ
の
点
に
興

味
を
感
じ
、
ラ
ジ
オ
講
座
な
ど
を
活
用
し

て
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
発
音
を

聴
き
込
み
、
繰
り
返
し
真
似
を
し
た
そ
う

だ
。「
言
語
は
音
声
に
始
ま
る
も
の
。
多
く

の
場
合
、
文
字
は
後
か
ら
成
立
し
た
と
推

測
さ
れ
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
ど
ん
な

言
語
で
も
、ま
ず
言
葉
の
正
し
い
音
を
し
っ

か
り
学
ぶ
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
」

次
に
先
生
は
、
中
国
語
の
文
構
造
の
特

徴
に
つ
い
て
触
れ
た
。「
例
え
ば
、〝
私
〞

を
指
す
単
語
が
文
章
表
現
の
内
容
に
よ
っ

て
〝I ‒ m

y ‒ m
e

〞
と
変
化
す
る
英
語

と
異
な
り
、
中
国
語
は
語
形
が
変
化
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
重
要
に
な

る
の
が
、
主
語
・
動
詞
・
目
的
語
な
ど
が

ど
う
い
っ
た
順
番
で
並
ぶ
か
の
〝
語
順
〞

で
す
。
中
国
語
は〝
主
語（
Ｓ
）・動
詞（
Ｖ
）・

目
的
語（
Ｏ
）〞と
い
っ
た
順
番
に
な
る〝
Ｓ

Ｖ
Ｏ
型
〞。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
英
語

に
似
た
構
造
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
」。
し
か
し
語
形
変
化
が
な

い
点
で
、
英
語
と
は
厳
然
と
し
た
違
い
が

あ
る
。
ま
た
、「
昨
天
买
的
衣
服（
昨
日
買
っ

た
服
）」
の
よ
う
に
修
飾
語
が
名
詞
の
前

に
来
る
点
な
ど
で
日
本
語
に
通
じ
る
と
こ

ろ
も
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
基
本
文
型

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
表
現
す
る
の
か
を
示

す
も
の
だ
。
動
作
を
起
こ
す
も
の
が
主
語

に
な
る
場
合
、動
詞
は
能
動
態
を
と
り
（
例

／
見
る
）、
動
作
を
受
け
る
も
の
が
主
語
に

な
る
場
合
は
受
動
態
を
と
る
（
例
／
見
ら

れ
る
）。
広
義
の
ヴ
ォ
イ
ス
に
は
、
使
役
態

や
動
詞
の
自
他
交
替
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

そ
も
そ
も
中
国
語
の
文
法
書
に
は

「
ヴ
ォ
イ
ス
」
と
い
う
項
目
が
な
か
っ
た
、

と
先
生
は
言
う
。「
中
国
語
に
も
ヴ
ォ
イ

ス
が
存
在
す
る
と
示
さ
れ
た
の
は
、
実
は

比
較
的
近
年
の
こ
と
。
日
本
語
の
〝
れ
る

／
ら
れ
る
〞、
英
語
の
〝have

〞〝cause

〞

な
ど
の
よ
う
に
ヴ
ォ
イ
ス
構
文
で
あ
る
こ

と
を
示
す
ヴ
ォ
イ
ス
・
マ
ー
カ
ー
と
し
て
、

中
国
語
で
は
〝
叫
／
让
／
使
／
被
／
把
〞

の
準
動
詞
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

ま
し
た
」

例
え
ば
使
役
文
を
つ
く
る
「
叫
」
が
用

い
ら
れ
た
文
は
「
妈
妈
叫
孩
子
去
买
东
西

（
母
親
は
子
ど
も
を
買
い
物
に
行
か
せ
た
）」

と
な
る
。
し
か
し
先
生
は
、
中
国
語
に
は
、

こ
う
し
た
ヴ
ォ
イ
ス
・
マ
ー
カ
ー
が
な
く

て
も
ヴ
ォ
イ
ス
表
現
が
行
わ
れ
て
い
る
文

が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、「
中
国
語

に
お
い
て
、
ヴ
ォ
イ
ス
表
現
を
成
立
さ
せ

る
要
因
は
何
か
」
を
追
究
し
て
い
っ
た
。

中
国
語
の
視
点
か
ら

言
語
学
に
一
石
を
投
じ
る

「〝
屈
原
既
放
（
屈
原
は
既
に
追
放
さ
れ

の
語
順
は
異
な
る
。
つ
ま
り
中
国
語
に
つ

い
て
知
る
際
に
は
、
日
本
語
や
英
語
な
ど

他
の
言
語
の
知
識
に
頼
ら
ず
、「
中
国
語
」

そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
重
要
だ
、
と
先

生
は
語
っ
た
。

中
国
語
な
ら
で
は
の

文
構
造
を
追
究
す
る

先
生
の
専
門
分
野
は
言
語
学
に
含
ま
れ

る
。「
言
語
学
に
つ
い
て
ご
く
か
い
つ
ま
ん

で
お
話
し
す
る
と
、〝
人
類
が
使
っ
て
い
る

言
語
の
共
通
性
と
個
別
性
を
明
ら
か
に
す

る
学
問
〞」
と
先
生
は
言
う
。「
地
球
上
に

は
実
に
多
く
の
言
語
が
あ
り
ま
す
が
、
人

間
が
使
用
し
て
い
る
以
上
、〝
伝
達
効
率

の
良
い
語
順
〞
な
ど
、
何
ら
か
の
共
通
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

同
時
に
、
一
つ
ひ
と
つ
の
言
語
に
は
そ
の
言

語
な
ら
で
は
の
特
徴
、
個
別
性
も
存
在
し

て
い
る
は
ず
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
追
究

す
る
の
が
言
語
学
で
す
」

従
っ
て
先
生
は
、
言
語
の
共
通
性
と
個

別
性
と
い
う
視
点
を
常
に
意
識
し
な
が

ら
、「
中
国
語
と
は
ど
ん
な
文
構
造
の
も
と

に
成
り
立
っ
て
い
る
言
語
な
の
か
」
を
研

究
し
て
い
る
と
い
う
。

現
在
、
先
生
が
重
点
的
に
取
り
組
ん
で

い
る
の
が
「
中
国
語
の
ヴ
ォ
イ
ス
構
文
」
の

研
究
で
あ
る
。
ヴ
ォ
イ
ス（
態
）
と
は
受
動

態4

や
能
動
態4

の
「
態
」
で
、
あ
る
動
作
が

行
わ
れ
た
こ
と
を
言
葉
に
す
る
際
に
、
誰

タイ・バンコクで開催された言語学の
国際学会に出席した石村先生
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た
）〞
と
い
う
文
に
は
ヴ
ォ
イ
ス・マ
ー
カ
ー

が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
意
味
は
受
身
の
内
容

で
あ
り
、
ヴ
ォ
イ
ス
表
現
が
成
立
し
て
い

ま
す
。
な
ぜ
、マ
ー
カ
ー
が
な
く
て
も
ヴ
ォ

イ
ス
表
現
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
。
私

は
そ
の
要
因
を
〝
語
順
〞
だ
と
考
え
て
い

ま
す
」。
先
生
は
現
在
考
え
て
い
る
こ
と

を
説
明
し
て
く
れ
た
。「〝
屈
原
既
放
〞
の

場
合
は
、
動
詞
〝
放
〞
の
後
に
目
的
語
が

な
い
た
め
、
読
み
手
は
マ
ー
カ
ー
が
な
く

て
も
〝（
屈
原
が
）
追
放
さ
れ
る
〞
と
解

釈
す
る
。
中
国
語
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に

語
順
に
よ
っ
て
ヴ
ォ
イ
ス
表
現
を
成
り
立

た
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
先
程
の
使

役
文
も
詳
し
く
分
析
す
る
と
、「
行
か
せ

る
」
よ
り
も
「
行
く
よ
う
に
言
う
」
と
い

う
意
味
に
近
い
。
語
順
に
よ
る
表
現
が
主

流
で
、
ヴ
ォ
イ
ス
・
マ
ー
カ
ー
は
む
し
ろ

補
助
的
と
捉
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
ら
れ
る
く
ら
い
で
す
」

「
中
国
語
に
お
け
る
ヴ
ォ
イ
ス
構
文
」

の
追
究
に
よ
っ
て
先
生
が
目
指
し
て
い
る

の
は
、
人
間
が
使
う
言
語
に
つ
い
て
総
体

的
に
考
察
す
る
一
般
言
語
学
の
分
野
に
、

中
国
語
の
視
点
か
ら
問
題
を
提
起
す
る
こ

と
で
あ
る
。「
こ
れ
ま
で
一
般
言
語
学
は
、

西
洋
の
言
語
を
ベ
ー
ス
に
理
論
が
組
み
立

て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ヴ
ォ
イ
ス
構
文
に

つ
い
て
も
、
有
標
構
文
（
マ
ー
カ
ー
の
あ

る
構
文
）
を
基
本
と
し
て
研
究
が
行
わ
れ

て
き
た
の
で
す
。
も
し
、
中
国
語
に
お
い

て
ヴ
ォ
イ
ス
構
文
は
語
順
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
、マ
ー
カ
ー
に
頼
ら
な
い〝
ゼ
ロ
形
式
〞

が
中
心
で
あ
る
と
提
示
で
き
れ
ば
、
ヴ
ォ

イ
ス
構
文
に
対
す
る
一
般
言
語
学
の
共
通

認
識
に
再
考
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
私
は
中
国
語
に
、
一
般
言
語

学
の
世
界
に
新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
可

能
性
を
感
じ
て
い
る
ん
で
す
」。
従
来
の

常
識
を
塗
り
替
え
る
ぐ
ら
い
の
気
持
ち
で

研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
、
と

言
っ
て
先
生
は
笑
っ
た
。

中
国
語
と
日
本
語
の
違
い
を

切
り
口
に
「
わ
か
り
や
す
く
」

授
業
で
先
生
は
、
中
国
語
と
日
本
語
の

違
い
を
取
り
上
げ
な
が
ら
講
義
を
す
る
そ

う
だ
。「
そ
の
方
が
、
学
生
に
と
っ
て
も
要

点
を
つ
か
み
や
す
い
よ
う
で
す
。
日
本
人

が
中
国
語
を
学
ぶ
際
の
ポ
イ
ン
ト
を
な
る

べ
く
簡
潔
に
説
明
す
る
よ
う
心
が
け
て
い

ま
す
」。
約
２
年
に
及
ぶ
北
京
大
学
で
の

留
学
や
、そ
の
間
に
黒
竜
江
省
や
吉
林
省
、

雲
南
省
な
ど
を
旅
し
た
際
の
体
験
談
を
話

す
こ
と
で
、
中
国
の
文
化
に
つ
い
て
も
触

れ
て
い
る
と
い
う
。

「
漢
字
を
使
う
点
で
日
本
語
と
中
国
語

に
は
共
通
点
が
あ
る
、
と
い
う
先
入
観
を

持
つ
学
生
も
多
い
で
す
が
、
伸
び
悩
む
傾

向
が
あ
る
よ
う
で
す
。
言
語
学
的
に
は
、

日
本
語
と
中
国
語
は
別
系
統
。
中
国
語
を

純
粋
に
〝
外
国
語
〞
と
し
て
捉
え
、
日
本

語
と
の
違
い
を
楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ
こ
と

が
中
国
語
の
実
力
体
得
に
つ
な
が
る
と
感

じ
ま
す
」

現
在
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
中
国
へ
の

注
目
度
が
高
ま
っ
て
い
る
。
就
職
活
動
の

際
、
中
国
言
語
文
化
専
攻
の
学
生
が
面
接

で
「
中
国
語
が
ど
れ
だ
け
で
き
る
か
」
を

問
わ
れ
る
こ
と
も
増
え
て
い
る
そ
う
だ
。

専
攻
で
は
充
実
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
用

意
し
て
い
る
の
で
、
や
る
気
が
あ
れ
ば
相

当
の
語
学
力
が
身
に
付
け
ら
れ
る
、
と

先
生
は
話
す
。「
会
話
力
は
も
ち
ろ
ん
な

の
で
す
が
、
原
文
で
中
国
語
を
読
め
る
く

ら
い
の
読
解
力
も
養
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
日
本
語
訳
で
は
な
く
、
原
文

に
触
れ
る
こ
と
で
わ
か
る
中
国
語
の
魅
力

や
、
中
国
文
学
の
素
晴
ら
し
さ
も
体
感
し

て
ほ
し
い
で
す
ね
」

先生が中国語文法の研究に使用している資料先生が中国語文法の研究に使用している資料

言
語
を
学
べ
ば
、

そ
の
国
の
文
化
も
わ
か
る

先
生
は
、「
同
じ
ア
ジ
ア
の
言
語
」
と

し
て
中
国
語
を
学
ん
で
ほ
し
い
、
と
も
語

る
。「
世
界
の
価
値
観
は
、
い
ま
だ
に
西

洋
が
中
心
。
し
か
し
〝
ア
ジ
ア
へ
の
理
解

を
深
め
る
〞
意
識
の
も
と
に
中
国
語
を
学

ぶ
こ
と
で
、
西
洋
中
心
の
価
値
観
を
相
対

化
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

人
間
の
言
語
に
多
様
性
が
あ
る
よ
う
に
、

価
値
観
に
も
多
様
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
す
」

そ
し
て
、
言
語
を
学
ぶ
こ
と
は
そ
の
国

の
文
化
を
知
る
こ
と
、
と
先
生
は
続
け
た
。

「
日
本
と
中
国
は
共
通
点
も
多
く
、
似
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

中
国
語
を
学
べ
ば
言
語
が
ま
っ
た
く
異
な

る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
言
語
が

こ
れ
だ
け
違
う
の
な
ら
ば
文
化
も
民
族
も

異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
双
方

の
国
を
見
つ
め
る
上
で
視
野
が
広
が
る
は

ず
。
中
国
は
今
、
さ
ら
な
る
飛
躍
の
時
期

を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
中
国
の
人
々

と
接
す
る
機
会
は
今
後
ま
す
ま
す
増
え
る

で
し
ょ
う
。
表
面
的
な
類
似
点
に
惑
わ
さ

れ
ず
、
日
本
と
中
国
、
そ
の
も
の
の
姿
を

捉
え
る
視
点
は
、
中
国
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
際
に
と
て
も
役
立
つ
と

思
い
ま
す
」
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■ 専門分野
・ 現代中国語文法論

■ 趣味
読書とドライブ。本は専門
分野に絡むもののほか、
哲学書や日本の古典書を
ぱらぱらと眺めることもあ
ります。
温泉が好きなので、ドライ
ブでは箱根や長野に出か
けたりします。最近は忙し
くあまり遠出ができないの
ですが、まとまった時間が
できたら少し遠くへ足を延ばしたいです。

■ 高校生の頃の将来の夢は？
終戦前まで中国で暮らしていた祖父や、旅行会社に勤め
ていた父の影響で外国の文化や生活習慣に興味を持ち、
貿易会社などに入って世界を舞台に仕事をしたいと考えて
いました。

■ どんな高校生でしたか？
中学から始めたバドミントンを高校でも続けていました。
バドミントンが大好きで、中学では県大会で 3位に入るほ
ど打ち込んだのですが、がんばりすぎて身体を壊してしま
いました。その後は趣味で参加する程度。その分、本を
読む時間が増えました。

■ お勧めの本を3冊あげてください。
・  『記号論への招待』池上嘉彦（岩波新書）…言葉と文化
の関係がよくわかる、「目からウロコ」の1冊です。

・  『木を見る西洋人　森を見る東洋人』R.E. ニスベット
（ダイヤモンド社）…「文化の違い」が生じる理由を根本
から解説してくれます。

・  『努力論』幸田露伴（岩波文庫）…日
本人が書いた、幸福論の名著だと思
います。

■ 特別な1冊
・ 『人生の短さについて』セネカ（岩波文庫）
短い文章が数多く掲載されている哲学
書です。中でも、「これ」と自分が信じ
たものを突き詰めることの大切さを説い
た文章が心に残っています。勤めてい
た会社を辞め、学生に戻って不安定な
日々を送っていた時期、自分の決断を
信じてがんばろうと前向きな気持ちにし
てくれた本です。

■ 高校生へのメッセージ
何ごとであっても、真剣に向き合わなければ本当の面白さ
は分かりません。何か一つ熱中できるものを見つけて取り
組んでみてほしいと思います。大学とは、人との出会いは
もちろん、学問との出会いも提供してくれるところ。その
「出会い」を大切にしてください。

クロ
ーズ
アッ
プ

■ 石村 広（いしむら ひろし）プロフィール
東京都生まれ。私立サレジオ高等学校卒業。慶応義塾大学文学部中
国文学専攻卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科中国文学専
攻修士課程、東北大学大学院文学研究科言語科学専攻博士課程修
了。博士（文学）。成城大学、二松学舎大学を経て現職。

先生にとって、ドライブは大切
な気分転換の時間
先生にとって、ドライブは大切




