
1──現代中国学における「戦後」の所在

　
人
類
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
へ
と
歴
史
的
教
訓
を
継
承
し
、
時

代
を
越
え
て
英
知
を
蓄
積
し
て
き
た
。
そ
の
反
面
、
新
た
な
エ
ポ
ッ

ク
を
切
り
拓
き
構
築
し
て
は
時
代
を
区
分
し
て
き
た
。
日
本
で
は
昨

今
、
今
上
天
皇
の
在
位
三
〇
年
を
見
据
え
た
退
位
を
め
ぐ
っ
て
新
元

号
が
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
、
米
国
で
は
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
就

任
す
る
や
否
や
、「
チ
ェ
ン
ジ
」
を
訴
え
た
オ
バ
マ
政
権
下
で
の
政

策
を
こ
と
ご
と
く
覆
す
大
統
領
令
を
重
ね
て
い
る
。

　
か
た
や
我
わ
れ
は
、
あ
る
歴
史
的
事
象
で
得
た
教
訓
や
偉
業
を
後

世
に
伝
え
る
た
め
、
過
去
の
あ
る
時
点
か
ら
数
え
て
「
○
周
年
」
と

い
っ
た
メ
モ
リ
ア
ル
を
重
視
す
る
。
過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
そ
の
重

要
な
意
義
を
認
め
た
上
で
、
メ
モ
リ
ア
ル
は
未
来
へ
つ
な
ぐ
た
め
に

記
念
す
べ
き
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
た
い
。
つ
ま
り
、
歴
史
の
あ
る

時
点
か
ら
今
日
に
至
る
時
代
の
変
遷
の
な
か
で
、
そ
の
事
象
が
そ
の

時
々
の
“
我
わ
れ
”
に
対
し
て
提
示
し
て
き
た
教
訓
を
い
か
に
共
有

財
産
へ
と
仕
上
げ
る
か
が
、
今
日
の
我
わ
れ
に
課
さ
れ
た
タ
ス
ク
で

あ
る
。

　
周
知
の
と
お
り
中
国
で
は
同
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
メ

デ
ィ
ア
報
道
や
テ
レ
ビ
番
組
、
行
事
が
数
多
く
行
わ
れ
、
九
月
三
日

に
開
催
さ
れ
た
「
紀
念
中
国
人
民
抗
日
戦
争
曁
世
界
反
法
斯
西
戦
争

勝
利
七
〇
周
年
大
会
」
は
そ
の
佳
境
と
呼
ぶ
べ
き
一
大
イ
ベ
ン
ト

だ
っ
た
。
記
念
演
説
で
習
近
平
中
国
国
家
主
席
は
“
和
平
”（
平

和
）
と
い
う
言
葉
を
一
八
回
も
盛
り
込
み
、
中
華
人
民
共
和
国
の
正

義
に
よ
っ
て
こ
そ
先
の
世
界
大
戦
に
勝
利
し
た
と
強
調
し
た
。
そ
し

て
、「
靡
不
有
初
，
鮮
克
有
終
」（
始
め
あ
ら
ざ
る
な
し
、
克よ

く
終
わ

り
あ
る
鮮す
く
な

し
）
と
い
う
『
詩
経
』
の
一
節
を
引
用
し
つ
つ
、「
中
華

民
族
の
偉
大
な
復
興
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
何
世
代
も
の
努
力
が

必
要
だ
」
と
、
輝
か
し
い
未
来
に
向
け
て
中
国
人
民
を
鼓
舞
し
演
説

を
締
め
く
く
っ
た
。

　
た
だ
し
、
第
二
次
大
戦
中
、
中
華
民
国
が
連
合
国
の
な
か
で
四
強

な
い
し
五
大
国
の
一
角
を
占
め
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
中
国
共
産

党
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
党
の
一

党
独
支
配
の
下
で
国
家
を
領
導
す
る
（
命
令
に
基
づ
き
服
従
さ
せ

る
）
体
制
が
整
備
さ
れ
た
新
中
国
の
建
国
こ
そ
が
、「
戦
後
」
の
起

点
と
さ
れ
る
。
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な
る
ほ
ど
、
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
史
観
に
根
差
す
と
謳
う
『
戦
後

国
際
関
係
史
（1945 ‒1995

）』（
北
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
）

で
は
、
一
九
四
五
年
か
ら
新
中
国
建
国
ま
で
を
「
戦
後
初
期
」
と
定

位
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
は
「
戦
後
」
と
い
う
概
念
で
な
く
一
九

五
〇
年
代
の
よ
う
に
西
暦
を
用
い
て
区
分
す
る
。
中
国
研
究
者
な
ら

ば
、
一
九
四
五
年
と
一
九
四
九
年
を
起
点
と
す
る
ふ
た
つ
の
「
戦

後
」
の
存
在
、
も
し
く
は
中
国
現
代
史
に
お
け
る
「
戦
後
」
の
不
在

は
、
し
ご
く
当
然
の
も
の
と
認
識
す
る
だ
ろ
う
。

　
同
様
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
世
界
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
有
す
“
特
定
の
モ
ノ
サ
シ
”
の
数
だ
け
増
幅
す
る
。
日
本
で

の
「
戦
後
」
は
、
一
九
四
五
年
に
始
ま
る
そ
れ
が
常
識
で
あ
る
。
こ

の
「
戦
後
日
本
」
は
、「
唯
一
の
被
爆
国
」
と
し
て
平
和
主
義
を
体

現
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
慣
用
句
に
な
ぞ
ら

え
て
い
え
ば
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
投
下
以
降
、
核
兵
器
が
実
戦
投

入
さ
れ
る
の
を
押
し
と
ど
め
た
の
は
、
非
核
三
原
則
を
掲
げ
る
わ
が

国
の
外
交
努
力
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
戦
後
世
界
で
の
核
拡
散
や
深
刻
の
度
を
増
す
被
曝
・
放

射
能
汚
染
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
ナ
イ
ー
ブ
だ
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
日
本
国
の
戦
後
外
交
、
と
り
わ
け
安

全
保
障
政
策
は
、
終
戦
と
と
も
に
確
立
さ
れ
た
国
際
レ
ジ
ー
ム
の
下

で
措
定
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
（
第
一
次

内
閣
）
は
、
こ
の
現
実
を
痛
感
す
る
が
ゆ
え
に
、
二
〇
〇
七
年
一
月

の
施
政
方
針
演
説
で
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
を
提
唱
し

た
。
ま
た
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
発
足
し
た
第
二
次
お
よ
び
二
〇
一

四
年
一
二
月
か
ら
の
第
三
次
安
倍
内
閣
も
、
先
の
施
政
方
針
と
同
様

に
「
自
衛
軍
保
持
」
へ
の
意
欲
を
引
き
続
き
示
し
て
い
る
。

　
安
倍
首
相
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
お
よ
び
日
米
安
全
保
障
条
約

に
規
定
さ
れ
る
集
団
的
自
衛
権
が
、
日
本
の
憲
法
解
釈
に
お
い
て
制

約
を
う
け
「
適
切
な
」
対
応
が
で
き
な
い
と
の
懸
念
を
一
貫
し
て
抱

い
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
平
和
安
全
法
制
」
は
そ
の
状
況
に
風
穴
を

開
け
る
意
味
で
も
肝
い
り
で
成
立
さ
れ
た
。
こ
の
動
き
に
中
国
政
府

は
、「
戦
後
日
本
の
軍
事
安
全
保
障
分
野
に
お
い
て
前
代
未
聞
の
行

為
で
あ
る
」
と
断
じ
、「
日
本
は
専
守
防
衛
政
策
と
戦
後
に
歩
ん
で

き
た
平
和
路
線
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
、
強
い
疑
義
を
表

明
し
た
。

　「
戦
後
」
の
時
代
精
神
が
問
わ
れ
る
昨
今
の
時
勢
を
捉
え
、
本
号

で
は
憲
法
施
行
七
〇
周
年
で
あ
り
主
権
回
復
六
五
周
年
を
迎
え
た
い

ま
こ
そ
、
戦
後
の
国
際
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
日
中
両
国
を
相
対
化
す

る
こ
と
を
試
み
た
。
現
在
の
世
代
の
一
員
と
し
て
、
歴
史
を
鑑
と
し

て
未
来
に
向
か
い
、
克
く
終
わ
り
あ
る
べ
く
努
力
を
重
ね
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
自
戒
を
込
め
て
言
う
な
ら
ば
、
我

わ
れ
が
殊
に
留
意
す
べ
き
は
、
憲
法
施
行
や
主
権
回
復
か
ら
の
メ
モ

リ
ア
ル
を
規
定
す
る
“
独
自
の
モ
ノ
サ
シ
”
が
、“
多
様
な
モ
ノ
サ

シ
”
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 （
加
治
宏
基
）


