
評◎書

瀬川昌久 ・西澤治彦編訳

中国文化 人類学 リーディングス
風響社/2006年12月/354頁/3000円

田村和彦

中
国

に
関

す

る
飛

躍
的

な
情
報

量

の
増

大

は
、

目

を
見
張

る
も

の
が
あ

る
。

か

つ
て
よ
り

主
流

で
あ

っ
た
古

典
文

学

や

歴
史

、

国
際
政

治
な

ど

の
分
野

に
加

え

て
、

近
年

増
大

が
著

し

い
領
域

は
、
生
活

や
社
会

と

い

っ
た
事

象

の

一
部

を
な
す

情
報

で
あ

ろ
う
。
人

や

モ
ノ

の
盛

ん
な
往

来

は
、

今
ま

で
に

な

い
状

況
を
生

み
出

し

つ
つ
あ

る
。

書

店

に

は
中

国

に
関
す

る
書
籍

が
積

ま

れ
、

テ

レ
ビ
を

つ

け

れ
ば
連

日

の
よ
う

に
中

国

の
生
活

や
文

化

に
関

す

る
報

道

が
流

れ

て

い
る
。

こ

の
状

況

の
な

か

で
生
き

る
我

々

は
ど

の

程
度

、
中

国
社

会

に

つ
い

て
の
理
解

を

深

め

て
き

た

で
あ

ろ

う

か
。

急

速

な
情
報

回
路

の
変
化

は
、

な

に
も

日
本

側

か

ら
み
た

現
象

に
と
ど

ま
る
わ

け

で
は
な

い
。

評
者

の

フ
ィ
ー

ル
ド
と

す

る
陳
西

省

の
農
村

で

は
、
水
道

の
敷

設

も

い
ま

だ
十

分

で

は

な

い
が
、

二
〇
〇

七
年

か
ら
ブ

ロ
ー

ド

バ

ン
ド

サ

ー
ビ

ス

が
開

始

さ
れ
、

株
価

に
関

す

る
情

報

を
収

集

し

た
り

ア
ジ

ア

の
ア

ニ
メ
を
閲

覧

し
た
り

す

る
人

々
が

現

れ

て

い
る
。

こ
う

し
た
知

識

の
回
路

が
瞠

目

す

べ
き
変

化

を
見

せ
、
細

分
化

さ

れ
た
情
報

量

が
急
増

す

る

一
方

で
、

我

々
は

そ
れ

ら

を

理
解

す
る
枠
組

み
を
十
分

に
発
達

さ

せ

て
き

た

で
あ
ろ

う

か
。

対

象

の
多

様

化

の
な

か

で
、

問

題

の
設
定

を
規

定

す

る
視

座

へ
の
内

省
を

深
化

さ

せ

て
き
た

で
あ

ろ
う
か
。

と

も

す

れ
ば
、

従
来

、
接
触

す

る

こ
と

が
困

難

で
あ

っ
た
種

の
情

報

、
例

え
ば
、

中
国

で
の
生
活

体
験

や

農
村

に
お
け

る
観
察

書評 瀬川昌久・西澤治彦編訳 中国文化人類学 リーディングスX57



記
録
、
記
録
文
書
の
束
と
い
っ
た
情
報
の
奔
流

の
な
か
で
、
思
考
の
基
礎
と
な
る
べ
き
学
問
的

背
景
す
ら
か
す
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「根
深
葉
茂
」
と
い
う
言
葉
あ
る
。
学
問
領

域
全
体
に
も
こ
の
叡
智
が
あ
て
は
ま
る
と
す
れ

ば
、
今
日
の
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
こ
そ
、
人

類
学
的
中
国
理
解
の
あ
り
方
を
形
成
し
て
き
た

重
要
な
諸
研
究
に
改
め
て
向
き
合
う
こ
と
で
、

自
己
の
研
究
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
あ
わ
せ
て
、
文
化
人
類
学
と
い
う
比

較
的
小
さ
な
社
会
単
位
を
直
接
の
調
査
対
象
と

し
て
き
た
学
問
が
、
中
国
と
い
う
高
度
に
入
り

組
ん
だ
複
合
社
会
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
捉

え
て
き
た
の
か
、
検
討
す
べ
き
時
期
に
来
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

中
国
に
お
い
て
も

『民
国
時
期
社
会
調
査
叢

編
』
(二
〇
〇
四
-
二
〇
〇
五
年
、
李
文
海
主

編
、
全
十
巻
)
の
刊
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

中
華
民
国
時
期
に
行
わ
れ
た
社
会
調
査
が
復
刊

さ
れ
注
目
を
集
め
る
な
ど
過
去
の
調
査
記
録
が

再
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
向
は
、

か
つ
て
研
究
史
の
な
か
で
概
略
が
触
れ
ら
れ
る

に
と
ど
ま

っ
た
記
念
碑
的
論
考
を
原
文
の
ま
ま

提
供
す
る
こ
と
で
、
関
連
分
野
の
研
究
の
活
性

化

を
導

い
て

い
る
。

ま
た

、

一
九

八
〇

年
代
中

葉

か

ら
勃
興

し

た
新

た
な

社
会

史

や
民

間
社
会

研

究

な
ど

の
脱
学

問

領
域

的
研

究

に

お

い
て
、

歴

史
学

、
社

会
学

と

並
ん

で
文

化

人
類

学

の
理

論

や
調

査
法

が
頻

繁

に
参

照

さ
れ

て
い
る
。

そ

こ

で
求

め

ら
れ

て

い
る
人

類
学

へ
の
期
待

は
、

教

科
書

的
な

人
類

学

の
対
象

や

手
法

の
定

義

に

よ

る
棲

み
分

け

で

は
な
く

、
具

体
的

な
研

究

の

な
か

で

の
対

象
把

握

、
理
解

の
あ

り
方

、

い
わ

ば

人
類

学
的

視
角

が

問
わ

れ

て

い
る
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

こ
の
よ
う

な
情

勢

に
あ

っ
て
、
本

書

の
出
版

は
ま

こ
と

に
時
機

を
得

た

も

の
と

い
え

よ
う
。

本

書

は
文

化

人
類

学

の
リ

ー
デ

ィ

ン
グ

ス

で
は

あ

る
が
、

「中

国

社

会

の
メ

カ

ニ
ズ

ム
を

ど

の

よ
う

に
捉

え

る
か

」

「
文
献

資

料

と

現

地

で

の

観

察

を

有

効

に
統

合

す

る

に

は
ど

の

よ
う

な

方

法

が

あ

る

の
か

」

「
ミ

ク

ロ
な
観

察

か

ら
ど

の
よ

う
に
巨

大

な
社
会

を
検

討

す

る

の
か
」
と

い

っ
た
、

お
よ

そ
中
国

研
究

に
か

か
わ

る
誰

も

が
直
面

す

る
問
題

系

を
考

え

る
た

め

の
手

が
か

り
が

こ

こ
に

は
あ

る
。

こ

の

こ
と

か

ら
、

「中

国

社
会

の
底

流

に
肉
迫

し

よ
う

と
す

る
学
生

や

若

手
研
究

者

に

よ
り
活

用

さ
れ

、

よ
り
深

い
中

国

社

会

の

理

解

と

、

新

た

な

研

究

課

題

の
着

想

に
貢

献

す

る

こ
と

を

期
待

す

る
」

(
三

三

二

頁
)

と

い
う

、
謙

虚

な
編

者

の
言
葉

を
越

え
た

幅

広

い
層

の
読

者

が

手

に
取

る

こ
と

と

な

ろ

う
。

今
後

、

文
化

人
類

学

に

よ
る
中

国
研
究

に

お

い
て
必
読

の
文

献

と
な

る

こ
と

は

い
う

ま

で

も

な

い
。

本

書

の
編

者

に

つ
い
て
改

め

て
紹
介

す

る
必

要

は
な

い
だ

ろ

う
。
瀬

川

昌
久
、

西

澤
治
彦

両

氏

(以
下

、

敬
称

略
)

と

も

一
九

五
〇

年
代

生

ま

れ

で
、

一
九
八

〇
年

代

に

フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

ク
を

開
始

し

た
、

人
類

学
的

中
国

研
究

を
牽

引

す

る
研
究

者

で
あ

る
。

瀬
川

に

は
近
著

に

『
中

国
社
会
の
人
類
学
-

親
族

・
家
族
か
ら
の
展

望
』
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
親
族
研
究
か
ら
み

た
欧
米
、
中
国
、
日
本
に
お
け
る
研
究
史
を
ま

と
め
て
い
る
。
西
澤
は
、
中
国
に
お
い
て
人
類

学
が
本
格
的
に
復
興
さ
れ
始
め
た

一
九
八
〇
年

代
の
早
い
時
期
よ
り
漢
民
族
研
究
の
研
究
動
向

を
整
理
す
る
の
み
な
ら
ず
、
本
書
の
大
き
な
魅

力
の
ひ
と
つ
と
も
な

っ
て
い
る
、
中
国
に
お
け

る
人
類
学
研
究
の
萌
芽
期
を
紹
介
す
る
先
駆
的

な
作
業
を
行

っ
て
い
る
。
両
者
は
ま
た
、
ご
く

最
近
で
は
、
『季
刊
民
族
学
』
「特
集

"
中
国
を
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知

る
」

に

お

い
て
、
具

体
的

で
等

身

大

の
中
国

社

会

を
描

き

出

す
作
業

に
加

わ

っ
て

い
る
。

こ

の
意

味

で
、

「
中

国
社
会

に

関

す

る

人
類

学

的

な
論

考

の
中

で
も

、
研
究

史

上

と

り
わ

け

重

要

な

意
味

を

も

つ
と
考
え

ら
れ

る

い
く

つ
か

の
論

文

を
厳

選

し
、

リ
ー
デ

ィ

ン
グ

ス
と
し

て

ま

と

め

る
」

(
一
頁

)

本
書

を
企

画

す

る

に
あ

た

っ
て
、

も

っ
と
も
適

切
な
編

者

を

得

た
と

い

え

よ
う

。

本

書

に
は
、

中
国

に
関
心

を
も

つ
者

に
と

っ

て
必
読

の
十

三
篇

の
論

考

が
収

め
ら

れ
、

う
ち

六
篇

が
本

書

の
編
集

に
あ

た

っ
て
新

た

に
訳
出

さ

れ

た
も

の
で
あ

る

(費
孝

通

の
著

作

に
寄

せ

た

マ
リ

ノ

フ

ス
キ

ー

の
序
文

は

す

で

に
邦

訳

が

あ

る

が

、

今

回

は

改

め

て
訳

出

さ

れ

て

い

る
)
。

ラ

ド

ク

リ

フ

ーー
ブ

ラ
ウ

ン

の
講

演

記

録

と
、

フ

ァ
ー

ス
の
論

考
、
林

耀
華

の
論
文

は
す

で

に
西
澤

に
よ

っ
て
原
文
再

録

と
邦

訳
、

詳
細

な
解

説

が
刊

行
さ

れ

て

い
る
が
、

媒

体

が
紀
要

で

あ

っ
た

こ
と

か
ら
十
分

に
普
及

し

て

い
な

い

こ
と
も
考

え
ら

れ
る

(
な

に
よ
り
原

文

は
日
本

の
図
書
館

に

は
所

蔵

が
な
く
、
中

国

で
も
き

わ

め

て
入

手

が

困
難

で
あ

る
)
。

と

す

れ
ば

、
九

篇

の
論

文

は
本
書

に
よ

っ
て
日
本

語

で
広

く
世

に
問

わ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た
と

い

っ
て
も

よ

い

か
も

し
れ
な

い
。

構

成

は
以
下

の
と

お
り
。

は
し

が
き

序
論

"
中
国
文

化

人
類
学

の
歩

み

(西
澤

治
彦

)

ー

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー

・
ス
タ
デ

ィ

ー
ズ
と

中

国

人
類
学

中

国

郷
村
生

活

の
社
会

学
的

調
査

に
対

す

る

建

議

(ラ
ド

ク

リ

フ

ーー
ブ

ラ

ウ

ン
講

演

、

呉

文
藻
中

国
語

編

訳
、

西
澤

治
彦

訳
)

中
国

農
村
社

会

の
団
結

性

の
研

究

"

一
つ
の

方

法
論

の
建
議

(
レ
イ

モ
ン
ド

・
フ

ァ
ー

ス
、
費
孝

通

中
国

語
訳
、

西

澤
治

彦

訳
)

費
孝

通
著

『
中

国

の
農
民
生

活

』

へ
の
序

文

(
B

・
マ
リ

ノ

フ
ス
キ

ー
、
西

澤
治

彦

訳
)

n

中

国
研
究

と

社
会

科
学

社

会

人
類

学

に

お

け

る
中

国

研

究

の
位

置

(M

・
フ
リ

ー
ド

マ
ン
、
末

成

道

男
訳

)

中

国
研
究

は
社

会
科

学

に
何

を
な

し

え

る
か

(G

・
W

・
ス
キ

ナ
ー
、

西
澤

治
彦

訳

)

中

国
史

の
構
造

(
G

・
W
・
ス
キ

ナ
ー
、

瀬

川

昌
久

訳
)

m

親

族

研
究

の
パ
ラ
ダ

イ

ム
と

そ

の
行
方

人
類
学

の
観

点

か
ら
考

察

す

る
中

国

宗
族

郷

村

(林
耀

華
、

西

澤
治

彦
訳

)

王
朝
時

代
後

期
中

国

に

お
け

る
親
族

組
織

・

序
文

(
P

・
B

・
エ
ブ

リ
ー
/

J

・
L

・
ワ
ト

ソ

ン
、

川

口
幸

大

訳
)

房

と
伝

統

的
中

国
家

族
制

度

"
西
洋

人

類
学

に
お
け

る
中

国
家

族
研

究

の
再
検

討

(陳

其
南

、

小
熊
誠

訳

)

W

エ
ス

ニ
シ
テ

ィ
ー
と
文

化
的

多
様

性

さ

ま
ざ

ま

な
意

識

モ
デ

ル

"
華

南

の
漁

民

(バ

ー

バ
ラ
・
ウ

ォ
ー

ド
、

瀬
川

昌
久

訳

)

中

国

の
葬

儀

の
構
造

"
基

本

の
型

・
儀

式

の

手
順

・
実
施

の
優

位

(
J

・
L

・
ワ
ト

ソ

ン

(西
脇

常
記

訳
)

「
イ
族
史

」

の
歴
史

(
S

・
バ
レ

ル
、
高

山

陽

子
訳

)

エ
ス

ニ
シ
テ

ィ
ー

の
探

求

"
中

国

の
民
族

に

関

す
る
私

の
研

究

と
見
解

(
費
孝

通
、

塚

田
誠

之
訳

)

あ

と
が

き

(瀬

川

昌
久

)

各
論
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
著
者
の
紹
介
か
ら

背
景
に
い
た
る
ま
で
、
適
切
な
解
説
が
施
さ
れ

て
い
る
の
で
、
文
化
人
類
学
を
専
門
と
す
る
者
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で
な
く

と
も

理
解
を
深

め

る

こ
と
が

で
き

る
。

よ

っ
て
、
以
下

で
は
個

別

の
論
考

を

逐

一
取

り

上
げ

る

の
で
は
な
く
、

そ

れ
ぞ

れ

の
分
野

ご

と

に
検

討

し
た

い
。
ち
な

み

に
、

四

つ
に
分

け

ら

れ

た
分

野
は

ほ
ぼ
論
考

の
発

表
時

期

と
重

な

る

た

め
、
通
読

す

れ
ば
文

化

人
類
学

に
よ

る
中

国

研
究

の
学
説

史

と
し

て
も
読

む

こ
と

が
可

能

で

あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

収

め

ら

れ

た

論

考

自

体

は
、

独

立

し

た
個

性

の
強

い
も

の

で
あ

る

か

ら
、

読
者

の
関

心
に
し

た

が

っ
て
読

み
進

め

て

も

一
向

に
問

題

は
な

い
。

「
コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
ー

・
ス
タ
デ

ィ
ー

ズ

と
中

国
人

類
学
」

で
は
、

一
九

四
九
年

以
前

の
、
中

国

に
お

い
て
機
能
主

義

的

理
解

の
仕

方

が
紹
介

さ
れ

、
受
容

さ

れ
て
ゆ

く

過
程

の
諸
論

文

が
集

め

ら

れ

て

い
る
。

中

国

に
と

っ
て

は
、

社

会

学

、

人
類
学

に

お

い
て
量

的
調
査

か

ら
質

的
調

査

へ
の
道

が
開
か

れ
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
ー

・
ス

タ
デ

ィ
ー
ズ

と

い
う
研
究

方
法

が
浸
透

す

る
重

要

な
時

期

で
あ

る
。

一
方

で
、

人
類

学

か
ら

み

れ

ば
、

小
規
模

な
集

団

の
調
査

か

ら
確
立

し

た

参

与
観
察

と

い
う
新

た

な

調
査

手
法

を
、

よ

り

複

雑
な
社

会

へ
と
適

用

し

て
ゆ
く
た

め

の
模
索

の
時
期

で
あ

っ
た
。

ラ
ド

ク
リ

フ

ーー
ブ

ラ
ウ

ン

の
、
統

合

さ
れ
た

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
ー
と

し

て
郷

村

を
調
査

の
手
始

め
と

し

、

そ

の
集

合
体

と

し

て
中

国

の
全

体

へ
と
至

ろ
う
と

す

る
研
究

の
展

望

も
、

フ

ァ
ー

ス
に

よ

る
ひ
と

つ
の
村
落

調
査

か
ら
開
始

し

て
、
対

象

を
拡

大

す

る
手
法

の
建

議

も
、
中

国

研
究

に
対

し

て
、
文

化

人
類

学

は

ど

の

よ

う

な
接

近

が

図

れ

る

の

か
、

当

時

の

人

類

学

に
と

っ
て

の
応

用

を

試

み
た

意

欲

的

な
論

考

で
あ

る
。

も
ち

ろ

ん
、
今

日

の
地
平

か

ら
は
、
郷

村

を
適
応

と

統
合

を
兼

ね
備

え

た
基

本
的

な

ユ

ニ
ッ
ト

と

み
な

し
積

み
木

を
積

み
上

げ

る
よ

う
な

思
考

が
ど

こ
ま

で
中

国
社

会

を
捉

え

る
う

え

で
有

用

な

の
か
と

い

っ
た
問

題

や
、

ひ
と

つ
の
村
落

の
総

合
的

調
査

で
得

ら
れ

た
関

係

の
回
路

の
み

で
中

国

の
あ

ら

ゆ
る
超

村
落

的

な
関

係

を
考
察

で
き

る

の
か

と

い

っ
た
疑
問

も

あ

る
。

し
か

し
、
我

々

が
注

目
す

べ
き
は
、

巨

大

な
対
象

を
前

に
し

つ

つ
も
研

究

対
象

へ
の
ア

プ

ロ
ー

チ
を
微
視

的

な
手

法

に
設
定

し
、
全
体

的

な
関
心

の
上

に
た

っ
て
、
外

部

社
会

と

の
関

係

や
自
立

度

を
検

討

す

る
方
向

を
指

し
示
し

た

こ
と

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
加

え

て
、
両

者

は

社
会

改
革

や
成

果

の
応

用

と

い

っ
た
実

用

に

つ

い
て
温
度

差

こ
そ
あ

れ
言

及

し

て

い
る
点

も

興

味
深

い
。

こ

の
傾

向

は
、
費

孝
通

の
著

作

へ
寄

せ

ら
れ

た

マ
リ

ノ

フ
ス
キ

ー

の
序

に

い
た

っ
て

頂
点

に
達

す

る
。

「応

用
人

類

学

の
憲

章

」

と

絶

賛

す

る

こ
の
文
章

に
は
、

今

日

の
中

国

に
お

け

る
人
類

学
、

社
会

学

の
主

要
な

認
識

が
凝

縮

さ
れ

て
お
り
関

心

を
引

く
と

と
も

に
、

一
九

三

〇

年
代

に
お
け

る
彼

の
研

究

に

つ
い
て
知

ら
な

け
れ
ば

、
従

来

の
、

心

理
主
義

的
傾

向

の
強

い

参

与
観

察
法

の
確
立

者

と
し

て

の

マ
リ

ノ

フ

ス

キ

ー
像

と

は
容

易

に

一
致

し

な

い
で

あ

ろ

う

[
清

水

一
九

九

八
]
。

こ

こ
で
取

り

上

げ

ら

れ

た
著
名

な
人

類
学

者

の
文
章

は
、
中

国
と

い
う

文

化
人

類
学

に

と

っ
て
挑

戦
的

な
研
究

対

象

に

彼

ら

が
ど

の
よ

う
な
関

心

を
見

出

し

て

い
た

か

を

映

し
出

し

て
い

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
三
篇

の
論
文

を
繋

ぐ

接
点

は
、
燕

京

大

学

と

い
う

研

究

教

育

機

関

で
あ

る
。

日
本

で
は
、

晩
年

に
鳥

居
龍

蔵

が
招

聰
さ

れ

た

こ
と

で
知

ら

れ

る
が
、

民

国
期

に
社
会

学

を
設

置

し
た

い
く

つ
か

の
大

学

の
う

ち
、
今

日

の
中

国

に
お

け

る
社

会
学

、

人
類

学

を
考

え

る

上

で
も

っ
と

も
重
要

な
位

置

を
占

め

る

こ
と

は

学

説

史

の
示

す

と

お

り

で
あ

る
。

こ

こ

で
行

わ

れ
た

ラ
ド

ク

リ

フ
ーー
ブ

ラ
ウ

ン

の
講

義

お
よ
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び
フ
ァ
ー
ス
の
論
考
は
、
機
能
主
義
的
社
会
理

解
の
方
法
と
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

呉
文
藻
や
実
際
の
学
生
指
導
に
あ
た
っ
た
楊
埜

ら
の
も
と
で
、
少
な
か
ら
ぬ
学
生
た
ち
が
調
査

研
究
を
行

い
、
実
際
の
調
査
過
程
で
直
面
す
る

様
々
な
問
題
の
な
か
で
独
自
の
見
解
を
生
み
出

し
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
成
果
は
、
す
べ
て
が
い
わ
ゆ
る
人
類
学
的

な
論
文
で
は
な
い
し
、
質
に
も
大
き
な
ば
ら
つ

き
が
あ
る
が
、
百
篇
を
超
え
る
卒
業
論
文

(
一

部
は
修
士
論
文
)
と
し
て
保
存
さ
れ
、
西
澤
の

紹
介
に
あ
る
よ
う
に
本
書
第
三
章
の
林
耀
華
論

文
の
原
型
な
ど
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

一
九
二

〇
年
代
の
論
文
群
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
中
心

と
す
る
概
括
的
な
研
究
に
と
ど
ま
る
の
に
比
し

て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
機
能
主
義
的
研

究
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
時
期
に
は
、
参
与
観
察

や
対
面
調
査
で
の
口
述
を
取
り
込
む
具
体
性
の

豊
か
な
研
究

へ
と
発
展
し
、
質
量
と
も
に
も
っ

と
も
充
実
し
た
時
期
を
迎
え
て
い
る
。
評
者
も

以
前
楊
塑
の
指
導
し
た
卒
業
論
文
の
傾
向
と
問

題
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
全
体

的
な
状
況

は
趙
麗
と
朱
濤
の
近
著
に
詳
し
い

[趙

・
朱

二
〇
〇
七
]。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

当

時

の
最
先

端

で
あ

っ
た
人

類
学

理
論

が
導

入

さ
れ
、

中
国

の
学

問
的

状

況

に
大

き
な
刺

激

を

与

え

た

こ
と

を
見

て
取

る
こ
と

が

で
き
る
。

ま

た
そ

れ
だ

け
に
、

日
本

の
侵

略

に
よ

る
同
大

学

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

の
挫

折

は
惜

し
ま

れ
る

の

で

あ

る
。

当
時

の
燕

京
大

学

が
、

我

々
を
惹

き

つ
け
る

の

は
学

史
上

の
も

の
だ
け

で

は
な

い
。

郊
外

の

農

村
実

験
区

に
て
集
中

的

に
行

わ
れ

た
調
査

記

録

は
、

現

在

で

も
優

れ

た

資

料

と

し

て
独

特

の
輝

き

を
放

っ
て

い

る
。
勾
o
げ
。
昌

閃
o島

。
匡

や

A
rth
u
r
W
o
lf
、

S
te
p
h
an
F
eu
ch
tw
an
g
ら

に

よ

る
、
中

国

を
研
究

す

る
人

類
学
者

に
は
な

じ

み

の
あ

る
理
論

的
枠

組

み
を
援
用

し

つ
つ
、
燕

京

大
学
卒

業
論

文

の
資

料
記

録

を
駆
使

し

て
新

た

な
研
究

地
平

を

切

り
開

い
た
楊

念
群

の
論

考

は

こ
の
調
査

記
録

の
重

要
性

を
物

語

る
も

の

で
あ

ろ

う

[楊

二
〇

〇

四
]
。

「
中

国
研

究

と
社

会

科

学

」

に
収

め
ら

れ

た

論

文

は

フ
リ

ー
ド

マ
ン
と

ス
キ

ナ
ー

の
手

に
よ

る
論

考
と

な

っ
て

い
る
。
両
者

は
と
も

に
、
外

国
人

に
よ
る
中

国
本

土

で
の

フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

ク

が
事
実

上
不

可

能

で
あ

り
、
再

開

の
目
処

も

た

た

な

い
中

で
主

要

な
著

作

を

発
表

し

て

い

る
。

人
類

学

に

と

っ
て
主

要

な
調
査

お
よ
び

思

考

の
手

段
を

使
用

で
き
な

い
状
況

は
、

中
国
研

究

の
衰

退
を

招

い
て
も
不
思

議

で
は
な

い
。

し

か

し
、
実

際

に

は
研
究

対
象

の
拡

大
と

、

そ
れ

に
付
随

す

る
、

あ

る

い
は
そ
れ

を
促

し
た

理
論

面

で
の
発
展

に
よ
り

、
今

日

の
研

究
上

の
基

礎

に
直
接

的
影

響

を
与

え

て

い
る
の
が

こ
の
時

期

の
研

究

に

あ

る

こ
と

は
特

筆

す

べ
き

で
あ

ろ

う
。

と

く

に
、

こ

こ

に
掲

げ

ら

れ

た

論

考

は

と

も

に
、

従

来

の

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

ー

・
ス

タ

デ

ィ
ー

の
域

を
超

え

て
、

中

国

を

理

解

す

る

た
め

の
新

機
軸

を

見
据

え

る
視

座

を
提

唱

す

る

も

の
で

あ

る
。

こ

こ
で

の
、

フ
リ

ー
ド

マ
ン
に

よ

る
、

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
ー

・
ス
タ

デ

ィ
ー

に
対

す

る
批
判

は
行

論

の
う

え

で
は
相

当

に
手

厳

し

い
が
、

そ

の
手
法

を
全
面

的

に
捨

て
去

る

の
で

は

な
く

、
む

し

ろ
村
落

へ
の
注
視

だ

け

で
は
十

分

な
理
解

を

得

ら
れ

な

い
、

そ

れ

で

い
て
中

国

社
会

を

考
察

す

る
う

え

で
欠

く

こ
と

の

で
き
な

い
問

題

を
指

摘

し
た

も

の
と
読

む

こ
と
が

で
き

る
。

同

じ

く
、

ス
キ
ナ
ー

の
議
論

も

、

お
な
じ

み

の
村

落
内

で
完

結

す

る
議

論

で
は
な
く

、
地

理

的

に
も
歴

史

的

に
も
ダ

イ

ナ

ミ

ッ
ク

な
議
論

は
文
化

人

類
学

者

に
と

っ
て
か
な

り
異
質

で
魅
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力

あ

ふ
れ

る
も

の
と

な

っ
て

い
る
。

こ

こ
で
示

さ

れ
た
枠

組

み

は
、

そ
れ

を
援
護

す

る
も

の

で

あ

れ
、
反

証

す

る
も

の
で
あ
れ
、

大

い
に
後

の

人
類

学
的

中
国

研
究

を
実
証

的

な
そ
れ

へ
と

導

く

こ
と

と
な

っ
た

。

そ

の
意

味

で

の
意
義

は
計

り
知

れ
な

い
。

理
想

的

と

は
言

い
難

い
に
し

て
も
現
地

調

査

が
可
能

と

な
り

、
個

別

の
地

域
、
村

落

に
関

す

る
報
告

が
蓄

積

さ

れ

つ
つ
あ

る
現
在

、
自

ら

の

調

査
研

究

を
位
置

づ
け

る
意

味

で
も
、

こ

こ
に

取

り
上

げ

ら
れ

た
論

考

は
、

本
書

の
中

で
も

非

常

に
示

唆

に
富

ん
だ

部
分

と

い
え
よ
う
。

「親

族

研
究

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
と

そ

の
行

方

」

に
収

録

さ
れ

た

三
論
考

は
、
前

述

の
フ
リ
ー

ド

マ
ン
と

の
関

係

が
深

い
も

の
と
な

っ
て
い

る
。

す

で

に
西
澤

に

よ

る
周
到

な
説

明

か
ら
明

ら

か

な

よ
う

に
、
林

耀
華

の
論

文

は

フ
リ
ー
ド

マ
ン

の
代

表
的

著
作

の

ひ
と

つ
で
あ

る

『
東
南

中

国

の
宗

族
組

織
』

に
大

き
な

影
響

を
与

え

た

こ
と

が
知

ら

れ

て
い

る

(
な

お
、

西
澤

に
よ

る
初
出

の
文
献

紹

介

に

は
貴

重

な

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

の
記

録

と

、
入

手
困

難

な
原

文

の
全

文
掲

載

が
あ

る

の

で
、

こ
ち

ら
も

あ
わ

せ

て
読

ま

れ
る

こ
と

を

お
勧

め
す

る

)
。

ま

た

、

マ
リ

ノ

フ

ス
キ

ー
追

悼
記
念
講
演
で
の
彼
の
予
言
は
、
の
ち
に
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
、
歴
史
学
者
と
人
類
学
者
の
生

産
的
な
協
力
関
係
と
い
う
形
で
実
現
し
、
両
者

の
相
互
補
完
的
な
関
係
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
た
親
族
組
織
に
関
す
る
概
念
の
基
本
整
理

は
、
本
章
に
掲
載
さ
れ
た
ワ
ト
ソ
ン
の
序
文
で

試
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
フ
リ
ー

ド
マ
ン
的
な
親
族
理
解
が
標
準
化
し
て
ゆ
く
こ

と
に
対
し
て
、
陳
其
南
は
中
国
語
の
も
つ
語
彙

の
意
味
に
基
づ
き
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
を
中
心
と

す
る
欧
米
人
類
学
者
の
親
族
研
究
を
再
検
討
す

る
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
解
説

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
度
な
整
合

性
の
あ
る
説
明
が
提
示
さ
れ
る
一
方
で
、
評
者

の
よ
う
な
泥
臭
い
タ
イ
プ
の
調
査
者
に
は
理
念

の
説
明
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、

社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
生
活
の
局
面
で
起
こ
る

様
々
な
運
用
に
つ
い
て
ど
の
程
度
有
効
で
あ
る

か
と
の
感
触
も
残
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
文
化

人
類
学
が
均
質
的
と
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
各
地
の

事
例
に
基
づ
き
単
系
出
自
理
論
を
練
り
上
げ
る

な
か
で
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
中
国
と
い
う
広
大

で
高
度
に
階
層
化
さ
れ
た
社
会
の
事
例
か
ら
相

対
化
す
る
こ
と
で
、
人
類
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と

し

て

の
中

国
を

確
立

す

る
に
至

っ
た

。

そ

の
触

発

の
も

と

に
、

華

人

社

会

、

香

港

、

台

湾

と

い

っ
た
調
査

可
能

な
地

域

か

ら
数

多

く

の
研
究

が
生

み
出

さ
れ

、
中

国

の
親

族

に
関

す

る
研
究

が
大

い
に
深

化

し

て
ゆ
く
状

況

を
読

み
取

る

こ

と

が

で
き

る
。

中

国

の
親

族

に
対
す

る
研
究

は
、
人

類
学

全

体

の
親
族

研
究

の
減

少

に
比
例

す

る

よ
う

に
低

調

と
な

っ
て

い
る
。

し

か
し

、

こ

の
こ
と

が
、

研
究

地
域

に
お
け

る
家
族

、
親

族

の
重
要

度

が

低
下

し

た

こ
と
を
意

味

す

る
わ
け

で

は
な

い
。

人
的

紐
帯

は
依

然
と

し

て
行
動

を
決
定

す

る
重

要

な

資
源

で
あ
る

し
、
な

か

で
も
家

族
、

親
族

に
関

す

る
そ

れ
は
、

も

っ
と
も

基
幹

と
な

る
意

味

の
核

を

備
え

て

い
る
。
直

接

的

に
対

象

と

す

る
現
象

が

い
か

な

る
も

の
で
あ

れ
、

フ
ィ
ー

ル

ド

で
考

察

す

る
こ
と

を
中
心

に
置

く

か
ぎ

り
、

今

後

も
中

国
社
会

の
理
解

を

目
指

す

う
え

で
こ

れ

ら

の
議
論

の
成

果

が
不
可

欠

と
な

る

こ
と

は

間

違

い
な

い
。

約

七

〇
年

に
わ

た

る
、
人

類
学

的
中

国
研

究

の

エ

ッ
セ

ン

ス
を
厳

選

し
た
本

書

に
あ

っ
て
、

「
エ
ス

ニ
シ
テ

ィ
ー

と
文

化

的

多
様

性

」

と

し

て
ま

と

め
ら

れ

た

諸

論

文

は
、

比

較

的

最

近
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の
も

の
を
中

心

と
し

て
い
る
。

調
査

研
究

の
ま

な
ざ

し

や
、

隣
接

す

る
社

会
科

学

と

の
関

係

、

親
族

と

い

っ
た
明

確

な

テ
ー

マ
で

く
く

ら
れ

て

き

た
本
書

の
な

か

で
は
、

取
り

上
げ

る
テ

ー

マ

の
多

様

さ
か

ら
本

章

に
特

出

し
た
感

想

を
評
者

は
抱

い
た
。

ウ

ォ

ー
ド

と

ワ
ト
ソ

ン
の
論

文

で

は
、

中

国

ら
し

さ

(C
h
in
ese
n
e
ss)

と

は
な

に

か

、
そ

れ
を

支

え

る
仕
組

み
に

つ

い
て
興
味

深

い
議

論

が
展

開

さ

れ

る
。

と

く
に
、

ウ

ォ
ー

ド

の
論

考

は

こ

の
中

で

は
も

っ
と
も
古

く

、
何
度

か
紹
介

さ

れ

て
き

た
が

、
自
家

製

モ
デ

ル
、
内

部

観
察

者

の

モ
デ

ル
、

そ

し
て
信

じ
ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ
伝

統

的

モ

デ

ル

を
設

定

す

る

こ
と

で
、
意

識

モ
デ

ル
を
検

討
す

る
人
類

学
的

議
論

の

な

か

で

も

色

槌

せ

な

い
魅

力

を

も

っ
て

い

る
。バ

レ
ル
に

よ

る
イ
族

の
歴
史

研
究

を
時

間
軸

の
な

か

で
捉

え
な

お
す

作
業

は
、
研

究

に

お
け

る

パ
ラ
ダ

イ

ム

の
変

遷

を
鮮

や

か
に
浮

か
び

上

が

ら
せ

て
お

り
、

刺
激

的

で
あ

る
。

イ
族

研
究

を
題

材
と

し

つ

つ
も
、

こ

こ
で
語

ら
れ

て

い
る

も

の

は
紛

れ

も
な

く
中

国

の
人
類
学

、

民
族

学

で
あ

る
。

巻
末

を

飾

る
費
孝

通

の
論

文

は
、

お

そ

ら
く
近

年

の
中

国

の
人

類
学

の
う
ち

も

っ
と

も
広

く
読

ま
れ

た

で
あ
ろ
う

「中
華

民
族

多
元

一
体
構

造

」
論

と
補
完

関
係

に
あ

る
。
多

く

の

議

論

を
呼

ん
だ

こ
の
概

念

が
ど

の
よ
う

な
背

景

の
も

と

で
形

成

さ
れ

て
き
た

か
を
知

る

こ
と

が

で
き

る

の
み
な

ら
ず

、
費
孝
通

と

い
う
中

国

に

お
け

る
人
類

学

の
発
展

を
体

現
す

る
巨

人

の
回

顧

は
、

本
書

の
末

尾

に
ふ

さ
わ

し

い
選
択

で
あ

る
と
思

わ

れ

る
。

本
章

の
論

考

が
直
接

に
向

き
合

う
具

体
的

な

対

象

は
異

な

っ
て
い
る
が
、

そ

の
射

程

の
長

い

理
解

の
あ

り
方

は
、

い
ず

れ
も
優

れ

て
示
唆

的

で
あ

り
、

ス
リ
リ

ン
グ

で
す

ら
あ

る
。

あ

ま
り

学

説
史

的

な
側
面

に
関

心

が
な

い
読
者

で
あ

っ

て
も
、

こ

の
章

か
ら

得
ら

れ
る
も

の
は
大

き

い

の

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

以

上
、

『
中

国
文

化

人
類

学

リ

ー

デ

ィ

ン
グ

ス
』

に
収

録

さ
れ
た
論

文

を
駆

け
足

で
紹
介

し

た
わ

け
だ

が
、

実

は
特
記

す

べ
き
項

目
が

こ
の

ほ

か

に

あ

る
。

そ

れ

は
、

ほ

か

な

ら

ぬ

編

者

に

よ

っ

て
記

さ

れ

た

「
序

論

」

と

「
あ

と

が

き

」

で
あ

る
。

序
論

で
は

「漢
族

研
究

の
歩

み

中

国

本

土
と

台
湾

・
香
港

」

[
西

澤

一
九

八

八
]

に
近
年

の
動

向

を
補

充

す

る
か
た

ち

で

研

究
史

と

主
要

な
文

献
表

が
ま

と

め
ら
れ

、

あ

と
が
き
で
は
総
括
と
し
て
中
国
、
欧
米
、
日
本

の
研
究
背
景
を
も
と
に
そ
れ
を
読
み
返
す
試
み

が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
前
後
に
配
置
さ
れ

た
こ
れ
ら
の
論
考
が
、
人
類
学
的
中
国
社
会
研

究
の
航
海
図
と
し
て
読
者
に
手
渡
さ
れ
る
こ
と

で
、
発
表
時
期
も
知
的
背
景
も
異
な
る
個
性
的

な
論
文
群
を
有
効
に
読
み
進
め
る
こ
と
が
で

き
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
の
価
値
を
高
め
て
い

る
。
少
な
く
と
も
評
者

に
は
、
大
学
で
人
類
学

の
授
業
を
初
め
て
受
け
た
と
き
の
、
世
界
が
広

が
る
よ
う
な
興
奮
と
、
古
典
を
読
む
と
い
う
範

囲
を
超
え
た
、
状
況
に
参
与
し
て
い
る
臨
場
感

を
も
た
ら
し
た
。

人
類
学
的
中
国
研
究

に
つ
い
て
い
え
ば
、
研

究
の
動
向
や
先
行
研
究

の
整
理
と
い
っ
た
、
外

的
に
は
中
国
へ
の
人
類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
紹

介
、
内
的
に
は
各
自

の
研
究
を
位
置
づ
け
、
問

題
を
明
確
と
す
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
が
堅
実

に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た

(例
え
ば
、
『中
国

文
化
人
類
学
文
献
解
題
』
な
ど

[末
成
編

一

九
九
五
])。
こ
の
こ
と
は
先
行
研
究
が
豊
富
で

あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
先
学
の
地
道
な
学
的
貢

献
に
負
う
と
こ
ろ
が
極

め
て
大
き
い
。
本
書
も

ま
た
、
こ
の
優
れ
た
伝
統
を
継
承
し
て
ゆ
く
も
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の
で
あ

る

こ
と

は
間

違

い
な

い
。

個
別

の
論

考

に
そ
れ
ぞ

れ
評
論

を
加

え

る

こ

と

は
、

評

者

の
力

量

を

は

る

か

に
超

え

る

の

で
、
最

後

に
ひ
と

つ
だ
け
、

勉
強

不

足

の
後
学

か
ら
確

認

を

試

み
た

い
。
研

究
史

の
整

理

と
今

後

の
展

望

で
は
、

ど
ち
ら

の
編
者

も

日
本

の
研

究

状

況
を

含

め
た
検

討
が

な
さ

れ

て

い
る
。
序

論

の
研

究

史

で

は
、

前
稿

で
簡

単
な

紹
介

に

と

ど

ま

っ
た

戦
前

の
研

究
状

況
が
新

た

に
項

目
立

て
す

る
形

で
補

強

さ
れ

て
お
り

、
今

後

の
展
望

で
は
中

国

、
欧

米
、

日
本

と

い
う
研
究

背

景

の

分
類

枠

組

み

が
用

い
ら
れ

、
そ

れ

ぞ
れ

一
定

の

評
価

が
与

え

ら
れ

て

い
る
。

だ

が
、

収
録

さ

れ

た
論

考

そ

の
も

の
か

ら

は
、
そ

の
様

子
を

う

か

が

い
知

る

こ
と
は

で
き
な

い
。

厳
選

の
過

程

で

日
本

の
研
究

が
採

択

さ
れ

な

か

っ
た

の
で
あ

れ

ば

仕

方

が

な

い
が

、

日

本

の
読

者

を

想

定

し

た
、

日

本

語

で
書

か

れ
、

日
本

で
出

版

さ
れ

る

リ

ー
デ

ィ

ン
グ

ス
と

い
う

条
件

に
よ
り
除

外

さ

れ

て

い

る

の
だ

と
し

た
ら

、
是

非
続

刊

を
希
望

し

た

い
。

重

要

で
あ

る
に
も

か
か

わ

ら
ず
広

く
読

ま

れ

て

い
な

い
研

究

を

集

め

て
、

本

書

の

よ

う

な

リ

ー
デ

イ

ン
グ

ス
を
編

む

こ
と
も
大

き

な
意
義

が
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
画
期
的

で
あ

っ
た

『中
国
社
会

へ
の
視
座

日
本
か
ら
の
眼
差

し
』
の
よ
う
に
中
国
語
ま
た
は
英
語
に
よ
る
発

信
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
今
日
の
中

国
に
お
け
る
学
際
的
な
研
究
状
況
に
飛
び
込
む

こ
と
で
、
単
な
る
研
究
の
紹
介
や
動
向
解
説
、

情
報
の
交
流
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
人
類
学
と

い
う
学
問
体
系
に
お
け
る
中
国
研
究
の
位
置
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
日
本
に
お
い
て
人
類
学

的
中
国
社
会
研
究
を
行
う
と
い
う
営
為
に
つ
い

て
も
逆
照
射
す
る
作
用
が
期
待
で
き
る
の
で
は

ラ

を

む

な

カ

ろ
う

カ

参
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文
献
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立
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友
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