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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」（一）

　
東
ア
ジ
ア
の
学
術
は
、
西
欧
近
代
の
そ
れ
を
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

伝
統
的
な
シ
ス
テ
ム
を
組
み
替
え
、
日
中
韓
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
も
の
を
築
い

て
き
た
。
日
本
の
帝
国
大
学
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
術
組
織
の
お
お
も
と
で
あ
る

キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
部
に
あ
た
る
学
部
を
も
た
ず
、
文
学
部
内
に
宗
教
学
を
抱

え
、
ま
た
科
学
＝
技
術
概
念
の
形
成
が
著
し
く
早
く
、
工
学
部
を
、
さ
ら
に
は

農
学
部
を
も
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
総
合
大
学
を
欧
米
に
遥
か
に
先
駆
け
て
発
足
さ
せ

た
こ
と
を
象
徴
的
な
事
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
大
学
制
度

に
関
心
を
も
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
う
し
た
制
度
上
の
ち
が
い
が
、
諸
分
野
の
学
術
内
容
の
展
開
に
も

大
き
な
ち
が
い
を
生
ん
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
よ
う
な
独
自
性
を
さ
ら
に
広
く
明
ら
か
に
し
、
地
球
環
境
問
題
な

ど
を
抱
え
る
二
十
一
世
紀
の
学
術
の
展
開
に
積
極
的
に
活
か
す
方
途
を
日
・

中
・
韓
・
台
の
研
究
者
と
と
も
に
さ
ぐ
る
こ
と
を
目
的
に
、
二
〇
〇
四
年
度
よ

り
、
日
文
研
の
共
同
研
究
会
を
発
足
さ
せ
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
種
々
の
資

金
を
利
用
し
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
毎
年
一
、
二
回
）
を
開
催
し
て
き
た
が
、

と
り
わ
け
最
近
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
近
代
概
念
と
概
念
編
成
に
関
す
る
研
究

が
さ
か
ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
さ
ら
に
国
際
連
携
を
強
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
こ
の
研
究
は
、
し
か
し
、
方
法
論
の
確
立
を
は
じ
め
、
研
究
が
進
め
ば
す
す

む
ほ
ど
、
克
服
す
べ
き
多
く
の
課
題
が
見
つ
か
る
と
い
う
段
階
に
あ
り
、
途
中

経
過
を
報
告
し
つ
つ
、
研
究
の
発
展
を
展
望
し
て
ゆ
く
の
が
適
切
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
本
誌
に
随
時
、「
小
特
集
」
を
組
み
、
報
告
を
掲
載
し
て
ゆ
き
た
い
。

　「
小
特
集
」
第
一
回
は
、
東
晴
美
「
劇
評
ジ
ャ
ン
ル
の
文
化
史
　
近
代
へ
の

転
換
」、
鈴
木
貞
美
「
明
治
期
日
本
の
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
『
自
由
・
平
等
』

　
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
加
藤
弘
之
を
め
ぐ
っ
て
」、
須
藤
遙
子
「〈
研
究
ノ
ー

ト
〉『
自
衛
隊
協
力
映
画
』
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
　
田
母
神
論
文
と
の
共
通
性
と

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
」
の
三
本
を
掲
載
す
る
。

　
東
晴
美
論
文
は
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
の
博
士
論
文

〈
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
」（
一
）

鈴
　
木
　
貞
　
美
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（
二
〇
〇
九
年
）
の
一
部
を
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
だ
が
、「
劇
評
」
を
ひ
と
つ

の
文
化
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
出
版
史
研
究

に
、
ま
た
明
治
期
以
降
の
文
学
研
究
に
、
新
た
な
視
野
が
拓
け
る
こ
と
を
端
的

に
示
す
画
期
的
な
も
の
と
判
断
す
る
。

　
鈴
木
の
も
の
は
、「
自
由
」「
平
等
」
の
両
概
念
を
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
啓
蒙
思
想
へ
の
概
念
の
組
み
替
え
に
つ
い

て
、
先
行
研
究
を
超
え
る
見
解
を
提
示
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
須
藤
遙
子
の
研
究
ノ
ー
ト
は
、
現
代
日
本
文
化
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
、

「
自
衛
隊
協
力
映
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に

今
日
の
自
衛
隊
を
め
ぐ
る
意
識
の
諸
問
題
が
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
示

し
た
調
査
報
告
と
し
て
興
味
深
い
も
の
と
思
う
。

　
い
ず
れ
も
概
念
や
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
が
各
専
門
分
野
の
研
究
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
日
文
研
の
共
同
研
究
会
代
表
の
資
格
と
責
任

に
お
い
て
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
。
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