
1──「中国近現代の知識経験と文学」の特集にあたって

　
中
国
の
伝
統
的
な
文
学
理
論
が
探
求
し
て
き
た
の
は
、
文
学
の

「
本
質
論
」「
功
用
論
」「
情
性
論
」「
文
体
論
」「
風
格
論
」
な
ど
で

あ
っ
た
が
、
文
学
を
研
究
可
能
な
ひ
と
つ
の
対
象
と
し
て
「
知
識

論
」
の
観
点
か
ら
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
清
末
に
新
式
学
堂

が
設
立
さ
れ
、
文
学
が
学
科
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
以
後
の
こ
と
で
あ

る
。
清
末
以
降
、
学
問
の
「
知
識
化
」「
客
観
化
」
の
傾
向
は
、
文

学
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
人
文
学
へ
と
徐
々
に
押
し
寄
せ
、
時
と
と
も
に

人
文
学
と
科
学
と
を
二
分
す
る
構
造
は
著
し
く
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
具
体
的
事
例
の
最
た
る
も
の
が
、
ま
さ
し
く
一
九
二
〇

年
代
の
「
科
学
と
玄
学
論
争
」
で
あ
る
。

　
一
九
二
三
年
、
そ
の
論
争
を
ま
と
め
た
論
集
『
科
学
と
人
生
観
』

の
序
文
が
胡
適
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
が
、
彼
は
十
項
目
を
あ
げ
て

「
新
人
生
観
」
の
輪
郭
を
提
示
し
た
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
も
の

が
含
ま
れ
る
。
天
文
学
・
物
理
学
お
よ
び
地
質
学
・
古
生
物
学
の
知

識
に
基
づ
き
、
時
間
と
空
間
の
無
限
性
を
知
る
こ
と
。
生
物
学
・
生

理
学
・
心
理
学
・
人
種
学
に
基
づ
き
、「
人
」
は
「
動
物
」
の
一
種

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
。
人
類
学
・
社
会
学
に
基
づ
き
、
社

会
・
歴
史
の
進
化
や
道
徳
の
変
遷
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
迷
信
や

「
礼
教
」（
封
建
社
会
の
礼
儀
道
徳
）
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら

は
も
は
や
「
新
人
生
観
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ほ
ぼ
「
新
人
文
観
」
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
人
間
性
」「
精
神
」「
情
志
」「
道

徳
」「
天
道
」「
宗
教
信
仰
」
な
ど
と
い
っ
た
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
固
有

の
概
念
は
、
全
面
的
に
リ
セ
ッ
ト
し
、
一
か
ら
論
述
し
な
お
す
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
五
四
時
期
の
著
名
な
知
識
人
た
ち

は
み
な
、
往
々
に
し
て
科
学
の
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
胡

適
、
魯
迅
、
郭
沫
若
、
周
作
人
な
ど
は
、
作
品
の
中
で
た
び
た
び
進

化
論
や
相
対
性
理
論
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。
彼
ら
の
文
学
創
作

に
と
っ
て
、
科
学
な
い
し
様
々
な
知
識
と
の
関
わ
り
合
い
は
不
可
避

で
あ
り
、
結
果
と
し
て
そ
の
言
語
表
現
も
必
然
的
に
新
世
紀
の
知
識

経
験
と
融
け
合
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
知
識
「
経
験
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
各
種
の
資
料
か

ら
構
成
さ
れ
る
「
知
識
」
を
認
識
・
理
解
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
ら
の
知
識
に
感
化
さ
れ
た
後
に
現
れ
る
心
理
状
態
を
も
指
す
。

こ
の
感
化
と
は
、
様
々
な
感
覚
、
情
緒
、
識
別
、
比
較
、
想
像
や
価

「
中
国
近
現
代
の
知
識
経
験
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に
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っ
て
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値
判
断
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
経
験
」
の
構
造
に
は
、

学
び
知
っ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
れ
に
対
す
る
自
身
の
態
度
や
意

志
、
価
値
の
取
捨
選
択
を
も
含
ん
で
い
る
。「
人
文
科
学
」
に
お
け

る
「
経
験
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
単
に
推
論
的
方
法

や
実
験
結
果
、
も
し
く
は
分
析
的
言
語
に
よ
っ
て
、
そ
の
議
論
の
客

観
性
あ
る
い
は
必
然
性
を
力
説
す
る
の
で
は
な
く
、
知
性
と
感
性
を

結
び
つ
け
た
様
々
な
経
験
を
描
出
も
し
く
は
解
釈
し
た
上
で
、
そ
の

中
に
お
け
る
様
々
な
自
己
の
可
能
性
を
提
示
す
る
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
五
四
以
来
の
い
わ
ゆ
る

「
科
学
」
に
対
す
る
一
面
的
で
狭
隘
な
先
入
観
を
突
破
し
、
人
文

「
知
識
論
」
の
領
域
を
広
げ
る
こ
と
で
、
文
学
研
究
が
い
か
に
し
て

“「
知
識
」
経
験
”
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
か
、
そ
の
た
め
の
新
し
い

道
筋
を
提
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　
本
特
集
は
、
近
代
の
知
識
体
系
が
各
形
式
の
文
学
表
現
に
ど
の
よ

う
に
融
け
込
ん
だ
の
か
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
重
要

な
の
は
、
各
種
文
体
に
対
す
る
観
察
で
あ
る
。
翻
訳
小
説
・
新
詩
・

清
末
の
白
話
小
説
・
民
間
の
韻
文
体
と
い
っ
た
様
々
な
文
体
形
式
の

上
か
ら
は
、
海
外
の
知
識
が
伝
播
し
導
入
さ
れ
、
国
内
の
知
識
が
再

統
合
を
経
て
新
た
に
出
現
す
る
、
そ
の
軌
跡
が
ど
の
よ
う
に
観
察
で

き
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
近
代
経
験
や
言
語
形
式
を
弁
証
的
に
記
述
す

る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
。
中
国
近
現
代
文
学
が

“「
知
識
」
経
験
”
に
与
え
た
変
化
や
、
そ
れ
を
対
象
と
し
た
表
出

は
、
ど
の
よ
う
に
意
義
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
さ
ら
に
、
知
識
経
験
に

対
す
る
中
国
文
学
特
有
の
表
現
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
当

代
中
国
に
お
け
る
「
作
家
の
大
学
駐
在
制
度
」
と
文
学
批
評
お
よ
び

創
作
と
の
間
に
横
た
わ
る
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
察
を
通
し
、

知
識
体
系
と
文
学
表
現
の
間
の
新
し
い
地
平
を
描
き
出
す
こ
と
、
そ

れ
が
本
特
集
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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