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現
代
中
国
の
社
会
と
行
動
原
理

〈
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
九
月
、
三
三
二
頁
〉

　
中
国
人
に
よ
る
中
国（
人
）研
究
は
、
本
書

の
著
者
も
度
々
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
早
年

欧
米
に
出
て
い
た
社
会
学
者
に
よ
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
哲
学
や
社
会

科
学
理
論
に
触
発
さ
れ
外
か
ら
観
た
「
吾
国

吾
民
」
を
論
ず
る
そ
れ
ら
の
著
作
は
中
国
人

論
の
古
典
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

現
代
の
中
国
社
会
を
生
き
る
中
国
人
の
行
動

原
理
に
つ
い
て
の
中
国
人
研
究
者
の
論
考
は

あ
ま
り
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

だ
け
に
、
現
代
中
国
社
会
に
根
ざ
し
た
中
国

人
研
究
者
に
よ
る
中
国
研
究
で
あ
る
本
書
の

日
本
語
訳
の
出
版
は
意
義
が
大
き
い
。
期
せ

ず
に
し
て
本
特
集
号
で
紹
介
す
る
グ
ッ
ド
・

タ
イ
ミ
ン
グ
を
得
た
。

　
中
国
人
の
社
会
的
相
互
行
為
に
観
察
さ
れ

る
様
々
な
事
象
を
欧
米
の
社
会
科
学
の
理
論

や
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
限
界
を

感
じ
、
自
ら
の
研
究
視
座
と
理
論
的
枠
組
み

を
構
築
し
よ
う
と
す
る
著
者
は
、「
本
土
研

究
」
に
立
脚
し
、「
関
係
」「
人
情
」「
面
子
」

「
権
力
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
現
代
中
国
社
会

を
分
析
し
そ
の
本
質
を
解
い
て
い
く
。
そ
の

手
法
に
社
会
学
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
定
量
研

究
で
も
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
で
も
な
く
、

一
生
活
者
と
し
て
観
察
さ
れ
る
身
辺
の
出
来

事
、
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
一
般
性

を
有
す
る
事
例
、
よ
く
知
ら
れ
る
文
学
作
品

や
故
事
な
ど
、
そ
れ
ら
を
読
者
と
共
有
す
る

「
叙
事
的
」
な
方
法
を
用
い
、既
成
の
理
論
に

当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、「
網
羅
的
且
つ

ラ
ン
ダ
ム
な
帰
納
原
理
」
に
基
づ
く
分
析
を

取
り
入
れ
、仔
細
に
論
考
を
展
開
し
て
い
く
。

　
本
書
の
基
に
な
る
の
は
一
冊
の
本
で
は
な

く
、
編
訳
者
に
よ
っ
て
著
者
の
数
多
く
の
研

究
の
中
か
ら
『
人
情
、
面
子
与
権
力
的
再
生

産
』、『
中
国
人
的
関
係
原
理
』
の
二
冊
の
一

部
を
選
ん
で
再
編
集
さ
れ
た
。
海
外
に
お
け

る
長
期
の
研
究
期
間
こ
そ
持
た
な
い
が
、
こ

こ
二
十
数
年
の
間
に
中
国
に
紹
介
さ
れ
た
西

洋
の
文
献
に
原
書
も
加
わ
り
国
内
外
の
多
く

の
文
献
を
読
み
込
ん
で
き
た
こ
と
は
本
書
を

読
ん
で
分
か
る
。
一
方
、
中
国
文
化
の
根
源

で
あ
る
儒
家
の
思
想
と
数
千
年
の
長
き
に
わ

た
っ
て
形
成
さ
れ
た
農
耕
文
化
に
目
を
向
け

現
代
の
中
国
社
会
の
営
み
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

求
め
よ
う
と
す
る
の
も
、
著
者
の
し
っ
か
り

し
た
史
学
の
素
養
と
歴
史
観
に
裏
打
ち
さ
れ

た
知
見
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
日
常
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
現
象
を
、
簡
に

し
て
要
を
得
た
慣
用
句
や
諺
、
警
句
、
格
言

な
ど
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
中
国
人
の
処
世
の

知
恵
と
も
言
え
る
多
く
の
言
説
も
挙
げ
て
い

る
。
そ
れ
ら
を
中
国
社
会
と
い
う
文
脈
に
置

い
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
一
方
、
日
本
語
に
も
少
な
か
ら

ず
存
在
す
る
も
の
も
あ
り
、
読
者
の
共
感
を

誘
う
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
読
み
進
む
に
つ

れ
、
も
し
著
者
が
日
本
語
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ

ル
も
持
っ
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
展
開
を
見
せ

て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
気
も
し
た
。

　
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
考
は
今
日
の
中
国

を
理
解
す
る
う
え
で
も
説
得
力
が
あ
る
こ
と

を
著
者
の
翟
氏
は
確
信
し
て
い
る
。
本
号
掲

載
の
講
演
と
論
説
も
合
わ
せ
て
読
む
と
理
解

が
さ
ら
に
深
ま
る
だ
ろ
う
。そ
う
願
い
た
い
。
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