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４
月
１８
日
か
ら
２０
日
ま
で
、

岡
山
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
で
開
催

さ
れ
た
「
写
真
と
資
料
展
」
の
つ
づ

き
で
す
。 

今
回
初
め
て
、
１
月
５
日
号
の

林
家
三
平
師
匠
の
「
中
国
で
も
受

け
た
落
語
の
妙
味
」
や
昨
年
１０
月

２５
日
号
の
「
忘
れ
な
い
―
敵
国
の

子
供
を
育
て
た
養
父
母
の
思
い

―
」
な
ど
日
中
友
好
新
聞
を
展
示

し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
総
社
市
の

「
チ
ャ
イ
ナ
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
６
」
や

洛
陽
市
を
訪
問
し
た
写
真
と
記

井
上
さ
ん
は
、
昭
和

２１
年
か

ら
２８
年
ま
で
の
７
年
間
看
護
婦

と
し
て
仕
事
を
さ
れ
、
そ
の
苦
労

を
し
っ
か
り
、
ず
っ
と
話
さ
れ
ま
し

た
。
話
の
た
び
に
写
真
を
み
に
い

き
よ
り
現
実
的
に
な
り
ま
し
た
。 

私
に
と
っ
て
中
国
に
住
ん
で
い

た
人
た
ち
は
、
歴
史
の
よ
う
に
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、
井
上
さ
ん
の
話

を
聞
き
、
大
切
な
こ
と
が
聞
け
て

と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。 

中
国
語
を
今
も
し
っ
か
り
覚
え

て
お
ら
れ
、
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

 
中
国
で
の
こ
と
は
日
に
ち
ま

で
、
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
そ
の
状

況
が
目
に
浮
か
ぶ
と
の
こ
と
で
、

素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。 

こ
う
い
う
人
達
に
集
ま
っ
て
も

ら
い
、
話
が
聞
け
た
ら
い
い
な
と
思

い
ま
し
た
。 

今
の
政
治
が
か
つ
て
の
状
況
に

似
て
い
る
よ
う
で
こ
わ
い
で
す
。
平

和
な
世
を
子
や
孫
に
残
せ
る
よ

う
祈
り
ま
す
。 

６０
代 

女
性 

 

残
留
孤
児
の
方
は
こ
の
国
で
大

変
苦
労
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ

と
ば
文
化
、
生
活
す
る
に
あ
た
っ

て
ま
た
中
国
か
ら
勉
強
し
に
あ
る

い
は
働
い
て
い
る
方
も
多
く
見
か

け
ま
す
。
こ
と
ば
を
覚
え
食
文
化

の
違
い
生
活
の
違
い
も
あ
る
な
か
、

苦
労
し
な
が
ら
も
一
生
懸
命
頑

張
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
日
本
と

中
国
の
友
好
的
な
平
和
が
続
く
こ

と
を
願
い
ま
す
。 

５０
代 

男
性 

 

番
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
９１

歳
に
な
り
ま
す
が
お
元
気
で
す
。 

来
年
は
、
２
０
０
８
年
２
月
に
岡

山
の
「
孤
児
訴
訟
」
が
終
結
し
て

１０
年
に
な
り
ま
す
。
「
訴
訟
」
を

振
り
返
る
と
と
も
に
、
深
刻
な
介

護
問
題
な
ど
「
中
国
帰
国
者
の
現

状
」
に
つ
い
て
、
展
示
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

小
林
軍
治 

 
つ
ぎ
は
、
１９
日
に
当
番
を
し
た
丸

山
さ
ん
（
日
中
岡
山
支
部
理
事
）

の
感
想
文
で
す
。 

 

井
上
さ
ん
の
話
が 

心
に
残
っ
た 

私
は
、
１９
日
（
水
）
が
当
番
で
し

た
。
９
時
か
ら
１７
時
ま
で
９１
歳

に
な
る
井
上
さ
ん
と
参
観
者
に
資

料
を
渡
す
な
ど
受
付
を
し
ま
し

た
。
私
も
一
通
り
展
示
を
み
て
ま

わ
り
ま
し
た
。
戦
争
中
、
戦
後
の

日
本
の
立
場
、
中
国
に
住
ん
で
い

た
人
々
の
生
活
が
よ
く
わ
か
り
ま

し
た
。
並
ん
で
受
付
を
し
な
が

ら
、
井
上
さ
ん
の
中
国
で
の
話
を

聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

戦
争
中
の
歌
を
２
人
で
歌
い
ま

し
た
。 

 “
見
よ 

そ
う
か
い
の
空
あ
け
て
ー 

旭
日
た
か
く
か
が
や
け
ば
ー
” 

 

な
ど
最
後
ま
で
よ
く
知
っ
て
お
ら

れ
、
歌
詞
を
ノ
ー
ト
に
書
か
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。 

私
に
と
っ
て
中
国
帰
国
者
問
題

な
ど
の
展
示
も
素
晴
ら
し
か
っ
た

け
ど
、
井
上
さ
ん
と
話
し
た
６
時

間
、
と
て
も
い
い
時
間
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

丸
山
奠
子 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら 

戦
後
７１
年
を
迎
え
、
過
去
の

出
来
事
を
知
ら
な
い
人
が
多
く
な

り
体
験
し
た
方
の
声
を
聴
く
機
会

も
少
な
く
な
る
な
か
、
毎
年
定
期

的
に
企
画
さ
れ
る
写
真
展
は
意

義
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
戦

後
生
ま
れ
の
私
に
も
多
く
を
学
ば

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ご
苦
労
様
で

し
た
。  

 
 

６０
代 

男
性 

 

日
本
の
親
族
に
あ
え
な
か
っ
た

人
の
こ
と
を
思
う
と
心
が
痛
み
ま

す
。
帰
国
さ
れ
た
方
々
の
ご
苦
労

も
ど
ん
な
に
か
と
思
い
ま
す
。 

７０
代 

女
性 

事
も
展
示
し
ま
し
た
。 

今
回
は
、
芳
田
日
本
語
学
習

講
座
の
受
講
生
（
黒
田
さ
ん
）
の
き

り
絵
が
、
大
変
す
ば
ら
し
い
と
の

感
想
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。 

３
日
間
で
、
日
本
語
教
室
の
受

講
生
・
講
師
、
市
の
職
員
、
市
役

所
を
訪
れ
た
人
な
ど
約
２
０
０
人

が
参
観
し
ま
し
た
。
取
材
は
２
件

（
山
陽
新
聞
、
岡
山
民
報
）
あ
り

ま
し
た
。 

山
陽
新
聞
の
取
材
に
応
じ
た

今
岡
さ
ん
は
「
多
く
の
市
民
、
特

中
国
帰
国
者
問
題
写
真
と
資
料
展
② 

残
留
孤
児
の
歴
史
と
現
状
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い 

民進党高井事務所のスタッフ 

井上さん（左）と丸山さん（右） 

取材を受ける今岡さん 

2416 

 

 

 

に
若
い
人
た
ち
に
戦
争
が

も
た
ら
し
た
残
留
孤
児

の
歴
史
と
現
状
を
知
っ
て

も
ら
い
た
い
」
と
強
調
し

ま
し
た
。 

こ
の
展
示
会
は
、
２
０

０
８
年
４
月
に
第
１
回
目

を
開
催
し
、
今
年
で
１０

回
目
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
前
日
の
準
備
か
ら

片
付
け
ま
で
福
祉
援
護

課
を
は
じ
め
多
く
の
人
々

の
協
力
で
開
催
し
て
き
ま

し
た
。
今
年
は
、
井
上
愛

子
さ
ん
（
日
中
岡
山
支
部

の
監
査
）
が
、
３
日
間
当



 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

５
月
２２
日
（月
）午
後
１
時
半
か
ら 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

石川 

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

う
教
科
は
な
く
国
語
の
時
間
に
神

話
を
歴
史
と
し
て
教
え
ら
れ
ま
し

た
。
例
え
ば
日
本
の
国
は
神
様
が

縄
を
投
げ
て
ひ
っ
ぱ
っ
て
で
き
た
尊

い
国
と
教
え
こ
ま
れ
ま
し
た
。
す
べ

て
が
こ
の
調
子
で
、
立
派
な
軍
国

少
年
少
女
が
生
ま
れ
て
ゆ
き
ま
し

た
。 戦

争
は
教
育
か
ら
実
践
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
嬉
し
い
は
ず
の
祭
日

も
天
皇
家
の
人
の
誕
生
日
、
亡
く

な
っ
た
日
ま
た
陸
海
空
軍
記
念

日
、
宮
中
内
で
の
天
皇
の
行
事
が

そ
う
で
し
た
。
白
手
袋
の
校
長
先

生
が
教
育
勅
語
を
読
む
、
頭
を
た

れ
て
聞
く
、
君
が
代
を
う
た
っ
て

終
わ
り
と
、
楽
し
く
も
う
れ
し
く

も
な
い
、
さ
わ
ぎ
遊
び
も
で
き
な

い
日
で
し
た
。
そ
し
て
あ
る
日
、
出

そ
の
昔
と
い
っ
て
も
つ
い
８０
年

ほ
ど
前
、
私
は
小
学
校
に
入
学
、

教
育
勅
語
と
初
対
面
、
先
生
か
ら

「
と
に
か
く
丸
暗
記
す
る
よ
う
」
に

申
し
渡
さ
れ
ま
し
た
。 

当
時
国
語
の
一
頁
目
は
「
サ
イ

タ 

サ
イ
タ 

サ
ク
ラ
ガ
サ
イ
タ
」

と
平
和
の
よ
う
で
し
た
が
、
翌
年

は
「
ス
ス
メ
ス
ス
メ
ヘ
イ
タ
イ
ス
ス
メ
」

に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
が
中

国
を
支
那
と
よ
び
大
陸
へ
ど
ん
ど

ん
侵
略
を
進
め
て
い
た
こ
ろ
、
世

界
に
む
か
っ
て
は
「
事
変
」
と
あ
ざ

む
き
国
連
の
忠
告
も
無
視
し
て
い

た
こ
ろ
で
す
。
当
時
は
歴
史
と
い

に
、
そ
の
途
中
で
男
子
学
生
が
私

の
言
っ
た
日
に
ち
で
な
い
と
で
き
な

い
と
言
い
出
し
て
、
び
っ
く
り
し
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
「
私
は
こ
う

し
た
い
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
大

丈
夫
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
話
を
聞
い
て
、
若
い
学
生
た

ち
で
も
本
当
に
日
本
的
な
行
動

を
す
る
ん
だ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。 

“
自
分
の
意
見
を
は
っ
き
り
言

わ
な
い
。
ま
わ
り
の
考
え
を
慮
る

（
お
も
ん
ば
か
る
）
こ
と
を
暗
に
要

求
す
る
。
そ
の
結
果
が
今
の
森
友

学
園
問
題
だ
と
思
う
わ
”
と
、
余

計
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。  

 
 

 
 

 

 

真
田 

 

す
。
そ
し
て
メ
イ
ン
の
カ
ナ
ダ
産
の

オ
マ
ー
ル
エ
ビ
、
子
が
入
っ
て
い
て
と

て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。
ワ
イ
ン

を
飲
み
な
が
ら
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

食
べ
な
が
ら
三
宅
さ
ん
が
孟
老

師
に
質
問
し
ま
し
た
。
日
本
に
き

て
か
ら
中
国
と
は
違
う
な
あ
と
思

っ
た
こ
と
が
何
か
あ
り
ま
す
か
。

孟
老
師
が
答
え
て
、
大
学
の
ゼ
ミ

で
学
生
が
発
表
す
る
順
番
を
決

め
る
時
に
、
な
か
な
か
決
ま
ら
な

い
の
で
「
私
は
こ
の
日
に
ち
で
や
り

た
い
で
す
。
」
と
口
火
を
き
っ
た

ら
、
次
々
と
決
ま
っ
て
い
っ
た
の

 

４
月
15
日
の
土
曜
日
、
１
時
か

ら
授
業
を
行
い
、
そ
の
後
７
時
か

ら
イ
タ
リ
ア
レ
ス
ト
ラ
ン
で
歓
迎
会

を
開
き
ま
し
た
。 

今
回
は
中
華
で
は
な
く
イ
タ
リ

ア
ン
に
し
て
み
よ
う
と
誘
っ
た
の
は

私
で
す
。 

 

当
日
７
時
過
ぎ
に
４
人
が
そ
ろ

い
ま
し
た
。
山
崎
さ
ん
は
都
合
が

悪
く
、
孟
老
師
と
三
宅
さ
ん
、
田

中
さ
ん
と
私
で
す
。 

 

前
菜
、
サ
ラ
ダ
、
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
チ

ー
ズ
の
フ
ラ
ン
ベ
と
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
、

チ
リ
産
の
オ
マ
ー
ル
エ
ビ
を
ゆ
で
た

の
が
小
さ
な
バ
ケ
ツ
で
出
て
き
ま

校
す
る
と
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
中
央
あ

た
り
の
周
り
の
崖
の
上
に
小
さ
な

「
社
」
の
よ
う
な
も
の
が
チ
ョ
コ
ン
と

建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
「
奉
安

殿
」
と
呼
ば
れ
中
に
何
が
あ
る
の

か
先
生
は
話
さ
ず
教
育
勅
語
が

入
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
何
故
か
わ

か
り
ま
し
た
。
困
っ
た
こ
と
に
そ
の

前
を
通
る
と
き
は
最
敬
礼
を
せ
よ

と
い
わ
れ
る
、
ボ
ー
ル
が
転
ぶ
、
と

り
に
行
く
、
か
え
る
の
に
も
最
敬

礼
、
こ
れ
で
は
間
ば
か
り
で
面
白

く
も
楽
し
く
も
な
い
、
で
も
最
敬

礼
を
せ
ず
に
か
え
る
と
大
ブ
ー
イ

ン
グ
、
友
が
先
生
に
告
げ
る
、
ボ

ー
ル
を
拾
い
に
い
っ
た
人
は
や
り
直

し
と
。
子
供
ら
も
生
き
苦
し
く
な

っ
て
ゆ
き
、
さ
な
が
ら
お
国
の
為
、

天
皇
の
為
に
死
ね
る
立
派
な
臣
民

へ
と
育
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

１
９
４
５
年
の
敗
戦
の
あ
と
生

ま
れ
た
平
和
憲
法
の
「
９
条
」
が
あ

る
限
り
、
日
本
国
民
は
戦
争
で
殺

し
殺
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。 

 

い
ま
「
教
育
勅
語
を
教
材
に
し

て
も
い
い
で
す
よ
」
と
、
と
ん
で
も

な
い
人
達
が
す
す
め
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
よ
く
考
え
て
同
じ
過
ち

を
く
り
返
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

憲
法
９
条
こ
そ
命
で
す
。 

 

５
月
１５
日
号
は
休
刊
で
す
。 

中国問題講演会（仮称） 
 

日時：２０１７年６月２３日（金） １８時～２０時 

場所：岡西公民館 ２階 

演題：（仮称）今の中国をどうみるか 「中国脅威論」をまえにして 

 

講師：大西 広 先生 

    １９５６年京都生まれ。 

   京都大学経済学部、大学院を卒業後、立命館大学助教授、 

京都大学助教授・教授を経て２０１２から慶応義塾大学経済学部 

教授。講義科目は「マルクス経済学」。京都大学名誉教授。 

現在、北東アジア学会会長、World Association for Political 

Economy 副会長、基礎経済科学研究所副理事長、 

日本中国友好協会副理事長。 

 

参加費： ３００円 （資料代ほか） 

 

主催：日中友好協会岡山支部 

 

倉敷支部 第１８回中国問題文化講演会 

日時：２０１７年６月２４日（土） １３時３０分～１６時 

場所：倉敷健康福祉プラザ２０１研修室 

演題：（仮称）今の中国をどうみるか 「中国脅威論」をまえにして 

 

講師：大西 広 先生 

 

私
の
教
育
勅
語 

梶
尾
玲
子 

  

中
国
語
土
曜
日
ク
ラ
ス 

孟
老
師
の
歓
迎
会
を
開
き
ま
し
た
！ 

 

第６回「孟子」を読む（つづき） 

滕文公篇（下の２） 

弓田 盛樹 

外交家の景春が孟子に大丈夫（＝立派な人物）について尋ねる行が

あります。孟子は自身の考える大丈夫について、「目指すところを得て政

権を握れば、民とともに行い。支持されない場合は１人で志を果たすこと

を目指す。富貴にも心乱されず、貧賤にも挫折せず、威嚇にも武力にも

決して動じない」と述べます。これはそのまま、自身に重ねての発言で

す。 こうした孟子の潔さを現代的に考えると、サービスとホスピタリティの

違いが分かります。ホスピタリティでは主客は対等で、例えば買い物に行

ったときに、店主がイヤだと言えば私たちは買い物ができません。しかし、

サービスではお客は絶対です。また、サービスではメニューに無い物は

提供してもらえませんが、ホスピタリティは店主の判断で可能なら提供し

てもらえます。つまり、ホスピタリティでは主客双方に敬意を持つことが課

せられ、提供者側に全指導権があるようですが、客側がどうしたいのかが

常に問われているのです。孟子の一見頑なともとれる態度表明は、富国

強兵を求める諸侯に対して、それが本当に人の幸せを実現するのかと強

く問いかけているのです。                     つづく 

 


