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〈書評〉

Tim Cross 

The ldeologies 01 J.αrpanese Tea: 
Subjectivity, Transience and National Identity 

大和田範子

は
じ
め
に

異
文
化
交
流
の
中
で
、
日
本
の
茶
は
外
国
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
海
外
か
ら
他
国
の
文
化
を
知
ろ
う
と
す
る
と
き
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な

き
っ
か
け
か
ら
異
文
化
を
学
ん
で
い
く
の
か
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
現
代
、
異
文
化
は

身
近
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
異
文
化
理
解
の
過
程
で
お
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
摩

擦
を
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

4
2
B
Q
O岡
田
の
、
、
呂
町
ミ
向
。
~
品
凡
な
夫
、
告

s
a
m

矧
ミ
・
匂
宮
司
同
町
守
安
H
y
b
E符
E
h
E

語
、
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ミ
b
E
S
R
H
~旬、g
H
守
(
包
。z
-
。
ュ
S
E
E
P
N
O
O
唱
)
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
焦
点
を
当
て

た
本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
全
十
章
か
ら
な
り
、
第
一
章
と
第
二
章
以
降
は
全
く
違
う

視
点
か
ら
茶
道
を
分
析
す
る
。
こ
の
本
の
特
徴
は
、
茶
道
の
中
に
二
面
性
を
見
出
し
、

茶
道
を
通
し
て
異
文
化
を
理
解
す
る
点
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
が
岡
倉
天
心
の
『
茶

の
本
』
で
あ
り
、
全
て
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と
述
べ
る
。

著
者
同
回
目
。g
g

は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
東
部
出
身
で
、
1
9
8
0

年
代
後
半
に
サ
l

フ
ィ
ン
グ
ピ
1

チ
か
ら
九
州
福
岡
に
来
日
し
、
茶
道
経
験
が
二
十
年
の
経
歴
を
持

っ
。
彼
の
回
想
に
よ
る
と
、
来
日
時
は
茶
道
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
興
味
を
持
っ
て
い

な
か
っ
た
が
、
実
際
に
茶
道
に
触
れ
て
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
た
と
い
う
。
日
本
に
来

て
二
年
後
、
彼
は
茶
道
と
は
純
粋
な
文
化
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
十
六
世
紀
の
「
佑
茶
」

の
完
成
者
で
あ
る
千
利
休
(
5
M
M・ヨ
)
は
、
政
治
経
済
に
は
全
く
か
か
わ
り
の
な
い

単
な
る
唯
美
主
義
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
の
二
点
に
気
づ
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
な
ぜ
純
粋
に
美
学
を
追
求
す
る
日
本
伝
統
文
化
の
茶
道
、
か
、
政
治
・
国
家
と
結

び
つ
い
て
き
た
の
か
。
こ
れ
が
こ
の
本
の
隠
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
で
も
あ
る
。
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1
.

異
文
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

未
知
の
世
界
へ
入
り
込
み
、
異
文
化
に
触
れ
る
感
動
が
こ
の
本
の
第
一
章
か
ら
伝

わ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
章
で
は
文
化
と
国
家
・
権
力
と
の
つ
な
が
り
へ
の
分
析
が

そ
れ
と
平
行
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
著
者
の
感
じ
た
異
文
化
交
流
で
の
ギ
ヤ
ツ

プ
こ
そ
が
異
文
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
。

第
一
章
老
町
田H
B

叶
宅
g
q
b
塁
。

B
E
a
d
巴
で
彼
は
、
日
本
で
の
茶
道
の
経
験

を
生
か
し
て
そ
の
魅
力
を
読
者
に
紹
介
す
る
。
こ
こ
で
は
現
代
の
博
多
の
茶
道
が
、

「
暁
の
茶
事
」
と
い
う
極
寒
の
早
朝
に
行
わ
れ
る
茶
事
を
通
し
て
事
細
か
に
表
現
さ

れ
て
お
り
、
「
和
・
敬
・
清
・
寂
」
の
世
界
を
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
ば
せ
る
。

2
.

異
文
化
と
し
て
の
茶
道

第
二
章

E
S
H
Z
P
刊
Z
邑

O
R
E
S
2
0
2
H
g
B
E
E
S
S
Z
吉
田
で
は
、

転
し
て
茶
道
と
権
力
に
焦
点
を
移
し
文
化
と
国
家
と
の
関
係
を
分
析
し
、
文
化
と
し

て
の
茶
道
が
ど
の
よ
う
に
し
て
戦
争
時
の
国
家
権
力
と
結
び
つ
い
て
い
く
か
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
る
。

a 

文
化
・
茶
道
・
花
・
桜
・
美
し
い
・
散
る
・
は
か
な
い
・
命
・
死
・
戦
争
・
国
家

茶
禅
一
味
と
い
わ
れ
針
よ
う
に
茶
道
は
精
神
性
を
重
ん
じ
、
生
死
を
か
け
た
場

で
の
茶
は
「
生
」
で
あ
っ
た
。
茶
道
は
総
合
的
に
文
化
を
取
り
込
み
、
身
体
動
作
ま

で
も
洗
練
さ
せ
た
塾
術
で
あ
り
、
創
造
す
る
文
化
形
態
で
あ
る
。
こ
の
文
化
的
な
茶

道
が
ど
の
よ
う
に
し
て
国
家
権
力
と
つ
な
が
る
の
か
を
、
日
本
の
古
典
文
学
か
ら
探

り
、
そ
の
中
で
日
本
人
の
「
花
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
注
目
し
、
茶
室
の
床
の
間

空
間
で
の
「
花
」
が
、
古
典
文
学
に
存
在
す
る
「
美
し
い
」
「
散
る
」
「
は
か
な
い
」
「
命
」

へ
と
連
想
さ
せ
る
と
分
析
す
る
。
そ
こ
か
ら
言
葉
と
し
て
の
「
桜
」
に
た
と
え
、
「
花

250 

吹
雪
」
「
花
い
か
だ
」
の
よ
う
な
「
散
る
」
ま
た
は
「
散
っ
た
」
風
景
を
美
し
さ
と
捉

え
る
日
本
的
風
情
を
も
、
「
死
」
に
発
展
さ
せ
て
い
く
。

第
三
章

Z
H
E
-
d
g

丘
町
ロ8

で
は
、
日
本
の
美
と
さ
れ
る
「
桜
」
が
、
国
家
、
戦

争
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
著
者
は
証
明
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
ま
ず
花
の
中
で
特

に
「
桜
」
が
明
ら
か
に
神
聖
な
「
花
」
で
あ
っ
た
こ
と
。
次
に
戦
争
時
と1
9
9
0

年

代
に
お
け
る
「
桜
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
比
較
を
行
い
、
「
花
」
と
日
本
人
の
関
係

を
政
治
的
に
捉
え
、
小
泉
政
権
時
代
、
バ
ブ
ル
、
裏
千
家
十
五
代
家
元
を
例
に
挙
げ

て
具
体
的
に
そ
の
動
き
を
述
べ
て
い
る
。

第
四
章
宮
古
ロmm
m
E
5
0
ミ

g
Z

由
民
吉
田
]
岡
田
R
9
8
ι

沼
田
国
同
町
二g

向
。
円
巧
白Z
E

H
M
g
n
mに
お
い
て
は
、
国
粋
主
義
の
茶
の
あ
り
方
を
述
べ
、
戦
争
時
に
茶
道
の
家
元

が
ど
の
よ
う
に
権
力
と
国
家
に
関
わ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
千
家
茶
道
の
頂
点
に
立
つ

家
元
の
権
力
を
中
心
に
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
に
は

1
9
3
7

年
発
行
の
『
国
体

の
本
義
』
に
も
と
づ
い
て
日
本
国
民
の
天
皇
へ
の
従
属
を
強
く
唱
え
、
い
か
に
日
本

人
が
戦
争
に
向
か
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
。
そ
こ
で
国
民
を
統
一
し
て
い
く
過

程
に
お
け
る
茶
道
の
関
わ
り
を
批
判
的
に
分
析
す
る
。

第
五
章
者
皇
百
一
同
g
z
s
g

同
町
一E
S
F
E
母
吉
田
町r
s
ι
N
B
で
は
、
利
休
の

存
在
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
三
千
家
、
か
利
休
に
関
わ
る
行
事
を
行
う
こ
と
で
、
常

たに
せ歴
て史
い上
るの
か人
、物

まを
た日
豊本
巨人
秀に
吉意
と識
千さ
利せ
休
の歴
関史
係伝

売禁
京い
都か
のに
~~k 茶
野の道
大主に
茶E 価
会t 値
をを
通持

し
て
明
ら
か
に
し
、
茶
道
と
つ
な
が
る
千
利
休
や
秀
吉
と
い
っ
た
歴
史
的
人
物
の
存

在
を
国
家
が
利
用
し
た
と
し
て
、
家
元
制
度
と
政
治
の
問
題
を
分
析
す
る
。
全
て
が

戦
争
へ
と
つ
な
が
る
要
素
と
な
り
、
歴
史
的
英
雄
と
茶
道
と
の
関
係
が
深
く
絡
み
合



う
構
造
を
批
判
的
に
解
明
す
る
。

b
.

家
元

第
六
章

。
同
目
白
色
宮
室
町
同
一
昨
理
由
さ
で
彼
は
、
家
元
と
権
力
を
歴
史
的
事
実
に
も

と
づ
い
て
述
べ
、
国
家
と
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
川
端
康
成
の
小
説
『
千
羽
鶴
』

を
例
に
と
り
、
家
元
制
度
へ
の
疑
問
を
分
析
す
る
。

第
七
章

]
「g
U
R
E

ロ
明
白
阻
ま
君
。
同
一

0
5
阻
ま
ロ
居
間
門mm
E
s
a
o
〉
三
宮
口
々
に
お
い

て
は
、
茶
道
の
教
義
の
影
響
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
る
日
本
人
の
伝
統
へ
の
回
帰
が
家

元
制
度
を
支
え
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に
現
在
の
裏
千
家
家
元
制
度
の
国
際
的
な
成
功

に
焦
点
を
あ
て
る
。

千
家
茶
道
の
家
元
制
度
は
、
江
戸
時
代
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
茶
道
の
流
派
の

頂
点
に
位
置
し
、
千
利
休
の
子
孫
と
し
て
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
。
日
本
で
は
他
の

伝
統
文
化
に
も
家
元
は
存
在
し
、
自
己
の
流
派
を
守
り
、
技
術
を
伝
え
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
家
元
へ
の
反
発
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
華
道
界
を
例
に
と
り
、
そ
こ

で
お
き
た
家
元
制
度
に
つ
い
て
の
内
紛
が
、
こ
こ
で
は
例
外
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

c
.

映
画
と
い
う
媒
体
一
時
代
劇
・
歴
史
映
画

第
八
章

司
自
凹E
m
m
w
}
g
g

，
間
何
回
昨
日
己
目
由
民

Z
H
0
1
8
-。
ユ
丘
門
戸

g
o

一
一m
m
H
V
門
町
田
町
三
由
巳
。
目
白

u

E
S
S
E
S

品
『
白Z
H
5
5
で
彼
は
、
映
画
が
果
た
す
茶
道
の
イ
メ
ー
ジ

ο

つ
く
り
へ
の

批
判
を
時
代
劇
、
歴
史
映
画
か
ら
行
う
。
伝
統
文
化
と
国
家
の
結
び
つ
き
は
映
像
に

よ
り
更
に
強
周
に
な
る
。
つ
ま
り
映
画
は
民
衆
の
深
層
心
理
に
作
用
し
、
映
画
の
作

り
手
に
よ
る
民
衆
へ
の
心
理
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
世
界
共
通
で
あ

り
、
映
画
と
い
う
娯
楽
の
名
の
下
に
民
衆
が
容
易
に
洗
脳
さ
れ
て
い
く
危
機
感
を
述

べ
る
。
特
に
日
本
は
明
治
維
新
ま
で
、
生
活
習
慣
が
西
洋
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た

た
め
、
時
代
劇
、
歴
史
劇
は
過
去
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
!
と
な
っ
て
日
本
人
に
盛
ん
に

受
け
入
れ
ら
れ
た
。
現
代
と
過
去
を
つ
な
ぐ
映
画
は
空
想
の
中
に
理
想
を
描
く
こ
と

が
で
き
、
国
家
戦
略
と
し
て
の
役
割
は
大
き
い
。

第
九
章
門
町
内E-
吋
g
S
D
8
g
Z

色
。
E
-
5
E
室
町
一
関
口B
包
閃
g
d
h
g

き
出
守
宮
一

同
S
E
E
E
H
E
h
s
に
お
い
て
は
具
体
的
に
映
画
の
中
に
人
物
が
描
か
れ
、
歴
史
映
画

の
中
に
意
図
を
持
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
利
休
像
、
か
、
現
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

現
代
の
茶
道
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
現
実
味
を
増
し
て
い
く
中
で
、
民
衆
を
操
る
役
目
を

担
う
映
画
へ
の
批
判
が
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
。

戦
争
と
い
う
非
常
事
態
の
中
で
い
か
に
勝
利
す
る
か
を
考
え
た
と
き
、
国
民
の
心

を
瞬
時
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
娯
楽
と
し
て
製
作
さ
れ
る
映
画
産
業
で
あ

り
、
国
家
の
狙
い
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
著
者
は
実
在
し
た
歴
史
的

人
物
の
千
利
休
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
三
千
家
、
家
元
へ
の
戦
争
時
に
お
け
る
動
き
に

対
し
て
批
判
を
強
め
る
。

d
.

現
代
社
会
に
お
け
る
茶

最
終
章
の
第
十
章
Z
旦
。
s
=
ι
g
H
S
S
R
-
同
町
田E
S
叩
2
2
5
2

で
は
、
最
新
の
日

本
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
中
で
、
旧
式
と
思
わ
れ
る
伝
統
文
化
の

技
術
が
、
基
本
的
な
面
で
依
然
と
し
て
日
本
人
の
生
活
文
化
を
支
え
て
お
り
、
新
旧

の
こ
の
こ
重
構
造
か
ら
日
本
人
の
現
代
性
を
見
抜
こ
う
と
試
み
る
。
さ
ら
に
著
者
に

と
っ
て
日
本
人
の
不
可
思
議
さ
を
解
明
す
る
た
め
に
、
他
世
界
と
の
異
文
化
比
較
を
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行
い
、
自
然
に
重
き
を
お
き
融
合
し
て
い
く
伝
統
文
化
と
し
て
の
茶
道
の
存
在
を
問
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予
つ
。日

本
に
お
い
て
、
豊
潤
な
伝
統
文
化
で
あ
る
茶
道
を
通
し
て
守
り
抜
か
れ
た
価
値

一
方
で
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
い
う
無
機
質
な
物
質
か
ら
生
み
だ
さ
れ

観
が
存
在
し
、

た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
登
場
で
、
文
化
を
も
時
聞
を
切
り
刻
ん
で
購
入
す
る
と

い
う
価
値
観
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
過
去
と
現
代
が
交
叉
す
る
中
で
、
テ
ク
ノ

化ロ
すジ
る!
との
い発
う展
点に
によ
著り
者文
は化
疑と
間い
とう
警抽
告象
を的
発な
す価
る値
。観

歴が
史
の現
流実
れ的
かな
ら価
考値
え観
てに
日変

本
人
か
ら
見
れ
ば
当
た
り
前
で
あ
る
現
象
が
、
外
国
人
の
異
文
化
理
解
に
お
い
て
か

な
り
難
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
著
者
の
異
文
化
摩
擦
へ
の
疑
問
か
ら
浮
き
彫
り
に

な
り
、
彼
ら
が
、
ど
の
よ
う
に
異
文
化
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
か
が
こ
こ
で
は
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
岡
倉
天
心
が
西
洋
に
対
す
る
東
洋
文
化
を
『
茶
の
本
』
を
通
じ
て
主
張
し

西
洋
を
驚
か
せ
た
。
彼
が
日
本
の
将
来
を
文
化
国
家
と
し
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
全

一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
か
ら
さ

力
を
傾
け
こ
だ
わ
っ
た
文
化
の
重
み
と
は
、

ら
に
広
が
り
を
見
せ
る
グ
ロ
!
パ
リ
ゼ
1

シ
ョ
ン
の
中
、
文
化
に
対
す
る
日
本
国
民

の
自
覚
は
ど
こ
ま
で
変
化
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
茶
の
存
在
の
行
方
は
ど
う
な
る
の

か
。
外
国
人
の
視
点
か
ら
見
た
日
本
の
近
未
来
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
著
者
の
聞
い

か
け
は
続
く
。

お
わ
り
に

異
文
化
交
流
の
中
で
日
本
の
茶
が
、
外
国
か
ら
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
く
の
か
を
こ
の
本
を
通
し
て
見
て
き
た
。
岡
倉
天
心
の
英
文
著
書
『
茶

の
本
(
1
9
0
6
ど
か
ら
影
響
を
受
け
て
茶
道
に
興
味
を
持
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う

こ
の
本
か
ら
、
約
1
0
0

年
後
の
現
在
に
異
文
化
理
解
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
、
『
茶
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の
本
』
か
ら
の
著
者
の
反
応
、
か
、
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

著
者
は
、
異
文
化
理
解
と
平
行
し
て
国
家
権
力
へ
の
追
及
を
こ
の
本
の
底
辺
に
お

い
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
分
析
す
る
「
生
」
と
「
死
」
に
つ
い
て
の
彼
の
解
釈
は
過
激

で
あ
り
一
方
的
で
あ
る
と
も
思
え
る
。
第
一
章
で
見
ら
れ
る
平
和
的
な
茶
の
世
界
は
、

第
二
章
か
ら
一
転
し
て
冷
酷
な
戦
争
へ
の
か
か
わ
り
へ
の
分
析
と
し
て
変
化
す
る
。

こ
の
急
激
な
表
現
法
は
、
異
文
化
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
読
者
に
と
っ
て
は
刺
激
的

で
あ
り
、
そ
の
後
の
展
開
は
期
待
さ
れ
る
も
の
と
な
り
、
読
者
の
興
味
は
増
す
。
そ

れ
も
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
著
者
の
戦
略
と
も
思
え
る
。

し
か
し
伝
統
と
し
て
日
本
人
の
心
の
奥
底
に
存
在
す
る
日
本
人
ら
し
さ
が
、
著
者

が
分
析
す
る
よ
う
に
そ
う
簡
単
に
変
化
す
る
も
の
な
の
か
。
生
活
習
慣
の
中
に
存
在

す
る
伝
統
は
、
う
わ
ベ
の
刺
激
を
い
く
ら
受
け
た
と
こ
ろ
で
習
慣
が
す
ぐ
に
変
わ
る

こ
と
は
な
い
よ
う
に
、
途
切
れ
る
こ
と
は
な
い
。
茶
道
の
中
で
変
化
を
伴
い
な
が
ら

受
け
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
茶
道
は
日
本
人
ら
し
さ
を
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
柔
軟
に
時
代
と
共
に
存
在
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
茶
道
に
お
け
る
日
本
の
「
稽
古
」
に
つ
い
て
、
特
に
外
国
人
の
初
心
者
に
と
っ

て
は
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
第
一
章
で
は
著
者
の
過
去
の
経
験
か

ら
、
日
本
人
が
紹
介
す
る
よ
り
実
際
的
で
理
解
し
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
る
。
し
か
し
外
国
人
の
正
確
な
異
文
化
理
解
と
い
う
も
の
が
は
た
し
て
可
能
で
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

グ
ロ
1

パ
リ
ゼ
1

シ
ョ
ン
が
進
ん
で
い
く
将
来
、
自
国
の
文
化
主
張
は
必
要
で
あ

る
が
、
ど
こ
ま
で
主
張
が
可
能
で
あ
り
、
ど
こ
で
異
文
化
と
融
合
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

こ
の
よ
う
に
異
文
化
の
充
分
な
理
解
は
手
探
り
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
ま
さ



に
異
文
化
理
解
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
重
要
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
伝
統
文
化
の
茶
道
が
外
国
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
ど

の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
彼
ら
が
異
文
化
を
学
ぶ
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
考
え

て
き
た
が
、
ま
ず
茶
道
の
異
文
化
理
解
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
の
視
点
か
ら
茶
道
の

二
面
的
解
釈
を
生
み
だ
し
、
そ
こ
か
ら
強
引
と
も
思
え
る
異
文
化
分
析
を
行
っ
た
と

い
う
点
で
斬
新
で
あ
り
、
ま
た
異
文
化
学
習
の
き
っ
か
け
が
、
日
本
の
動
乱
期
で
あ

る
明
治
維
新
を
背
景
と
す
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
中
で
、
西
洋
を
強
く
意
識
し
て
書
か

れ
た
岡
倉
天
心
の
『
茶
の
本
』
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
西
洋
人
で
あ
る
著
者
が
ど
の

よ
う
に
『
茶
の
本
』
か
ら
異
文
化
と
し
て
の
日
本
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の

反
応
が
伝
わ
っ
て
く
る
点
は
興
味
深
い
。
さ
ら
に
そ
の
異
文
化
理
解
の
過
程
で
は
、

読
み
進
め
る
中
で
具
体
的
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
外
国
人
の
視
点
を
明
ら
か
に
し
て

異
文
化
摩
擦
を
解
決
し
て
い
く
様
子
を
、
読
者
に
も
共
に
実
感
で
き
る
と
納
得
さ
せ

る
、
説
得
力
の
あ
る
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
等
、
こ
れ
ら
三
点
か
ら
考
え
て

み
て
こ
の
本
は
一
読
す
る
価
値
の
あ
る
本
だ
と
い
え
る
。
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