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小特集「東アジアにおける知的システムの近代的再編成」（二）

〈
共
同
研
究
報
告
〉

小
特
集
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ
ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
」（
二
）

　

本
誌
第
四
〇
集
に
続
い
て
、
共
同
研
究
報
告
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ

ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
」
の
小
特
集
を
組
む
。
小
特
集
と
い
っ
て
も
二
本
だ

が
、
佐
藤
一
樹
論
文
は
、
明
治
期
に
お
い
て
、
日
本
人
が
「
漢
文
」
す
な
わ
ち

中
国
語
文
を
書
く
こ
と
の
意
味
が
変
容
し
、
減
少
し
て
ゆ
く
転
換
期
の
様
相
を
、

そ
れ
を
と
り
ま
く
状
況
の
な
か
で
考
察
し
た
貴
重
な
論
考
で
あ
る
。

　

明
治
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
若
年
知
識
層
に
、
日
本
古
典
ブ
ー
ム
に
引
き
つ
づ

き
、「
漢
学
ブ
ー
ム
」
が
起
こ
る
が
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
、
古
典
の
注
釈

書
の
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
教
養
と
し
て
の
「
漢
学
」
で
あ

っ
た
。
中
学
校
以
上
の
「
国
語
」
と
い
う
教
科
の
う
ち
で
行
わ
れ
た
「
漢
文
」

教
育
（
一
八
七
二
年
学
制
）
で
は
、
も
う
少
し
あ
と
、
日
清
戦
争
期
に
、「
漢

文
」
の
授
業
時
間
数
が
増
え
、
し
か
し
、
暗
誦
と
作
文
が
必
須
科
目
か
ら
は
ず

さ
れ
る
。
こ
の
論
文
に
示
さ
れ
た
重
野
安
繹
の
考
え
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
と
推

察
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
明
治
期
中
期
以
降
の
「
漢
学
」
の
あ
り
方
、
ま
た
「
国

語
」
教
科
に
お
け
る
「
漢
文
」
学
習
の
変
化
の
解
明
に
も
資
す
る
も
の
と
思
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
鈴
木
貞
美
論
文
は
、『
日
本
研
究
』
第
三
四
集
掲
載
の
チ
ャ

ー
ル
ズ
・
シ
ロ
ー
・
イ
ノ
ウ
エ
論
文
「Figurality

（
形
象
性
）
と
近
代
意
識
の

発
展
」
に
触
発
さ
れ
、
ま
た
昨
今
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
藝
研
究
に
お
い
て
映
画
の

役
割
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
応
じ
た
も
の
で
、「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
と

い
う
概
念
と
文
芸
史
の
シ
ー
ン
と
を
交
叉
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
問
題
群
と
、

そ
の
分
析
方
法
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

概
念
編
成
史
の
研
究
と
文
化
の
実
際
の
様
態
と
を
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
新

た
な
研
究
の
進
展
が
は
か
れ
る
実
例
を
示
す
二
本
の
論
考
と
し
て
受
け
取
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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