
『東方』473 号（2020 年 8 月）　　30

　

本
書
は
、
中
国
人
類
学
・
社
会
学
の
泰
斗
で
あ
る
費
孝
通
が
一
九
四
八

年
に
著
し
た
、『
郷
土
中
国
』
の
全
訳
で
あ
る
。
費
孝
通
は
、
近
代
人

類
学
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
る
ブ
ロ
ニ
ス
ラ
ウ
・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の

も
と
で
学
び
、
中
国
に
お
け
る
人
類
学
・
社
会
学
の
礎
を
築
い
た
代
表

的
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
改
革
開
放
政
策
開
始
後
の
一
九
八
二
年
、

費
氏
は
北
京
大
学
社
会
学
部
の
教
授
に
就
任
し
、
人
類
学
と
社
会
学
の

再
建
に
尽
力
し
た
。
彼
の
研
究
の
翻
訳
・
紹
介
は
日
本
で
も
す
で
に
多

数
あ
る
。

　

伝
統
的
に
欧
米
や
日
本
の
人
類
学
で
は
、
人
類
学
が
海
外
を
研
究
対

象
と
し
、
社
会
学
が
国
内
を
研
究
対
象
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
マ
リ
ノ

フ
ス
キ
ー
が
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
東
沖
の
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
で
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
、
費
氏
と
親
交
が
深
か
っ
た
英

米
の
人
類
学
者
の
多
く
は
、
海
外
を
調
査
対
象
と
し
て
い
た
。
だ
が
、

中
国
社
会
論
の
古
典
書

河
合　

洋
尚

Book Review

費
氏
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
人
類
学
を
学
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
国
で

あ
る
中
国
を
主
要
な
研
究
対
象
と
し
て
選
ん
だ
。
ま
た
、
費
氏
は
中
国

国
内
の
社
会
問
題
に
注
視
し
、
そ
の
解
決
へ
の
貢
献
に
強
い
関
心
を
寄

せ
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
彼
自
身
は
、
人
類
学
と
社
会
学
を
明
確
に

分
け
る
こ
と
な
く
、
応
用
実
践
を
視
野
に
含
め
た
研
究
を
展
開
し
て
き

た
。

　

費
氏
の
こ
う
し
た
学
問
的
姿
勢
は
、『
郷
土
中
国
』
で
も
顕
著
に
表

れ
て
い
る
。
費
氏
が
こ
の
本
で
目
指
し
た
の
は
、「
郷
土
社
会
」（
こ
の

概
念
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
と
し
て
の
中
国
の
特
徴
を
よ
り
正
確
に
捉

え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
晏
陽
初
（Y

.	C.	Jam
es	Y

en

）

ら
が
当
時
進
め
て
い
た
農
村
改
良
事
業
の
「
誤
解
」
を
正
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
晏
陽
初
は
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
政
治
学
と
経

済
学
を
学
び
、
一
九
二
二
年
よ
り
中
国
の
農
村
で
全
国
識
字
運
動
を
始
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め
た
人
物
で
あ
る
。
晏
氏
は
、
中
国
の
農
民
が
「
愚
・
貧
・
弱
・
私
」

の
「
四
大
病
」
を
抱
え
て
い
る
と
指
摘
し
、
実
際
に
中
国
の
農
村
で
文

字
普
及
事
業
を
展
開
し
た
。
人
類
学
を
学
ん
だ
費
氏
に
と
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
も
あ
る
晏
氏
ら
の
平
民
教
育
運
動
は
、
西
洋
中
心
主
義
的

な
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
見
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
費
氏
の
『
郷

土
中
国
』
は
、
中
国
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
見
聞
し
た
「
現
地
の
視

点
」
か
ら
、
こ
う
し
た
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
反
論
を
試
み
る
著
作

と
な
っ
て
い
る
。

章
「
礼
治
秩
序
」
と
第
九
章
「
訴
訟
の
な
い
社
会
」、
⑤
は
第
十
章
「
無

為
政
治
」、
第
十
一
章
「
長
老
政
治
」、
第
十
三
章
「
名
と
実
の
分
離
」、

第
十
四
章
「
欲
望
か
ら
需
要
へ
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

五
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
は
章
ご
と
に
明
確
に
分
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
第
四
章
は
基
本
的
に
中
国
の
公
／
私
概
念
や
組
織
論
を
述
べ

て
い
る
が
、
そ
の
根
幹
に
家
族
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
第
十
二

章
は
家
族
や
血
縁
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
権
力
の
問
題
と
切
り
離

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
本
書
は
、
こ
れ
ら
五
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
が

複
雑
に
絡
み
合
っ
た
中
国
社
会
論
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
を
前
提
と
し
て
各
ト
ピ
ッ
ク
に
お
け
る
費
氏
の
主
張
を
簡
潔
に
ま
と

め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
文
字
（
テ
ク
ス
ト
）
論

　

農
村
改
良
運
動
に
携
わ
る
人
々
は
、
中
国
の
農
民
が
「
愚
か
」
で
あ

る
理
由
と
し
て
識
字
率
の
低
さ
を
挙
げ
る
。
だ
が
、
文
字
を
読
め
な
い

こ
と
＝
愚
か
で
は
な
い
。
文
字
は
、
宗
教
に
起
源
し
て
お
り
、
人
と
人

が
直
接
的
に
接
触
で
き
な
い
特
殊
な
状
況
下
で
普
及
し
た
ツ
ー
ル
に
過

ぎ
な
い
。
常
に
対
面
的
な
関
係
に
あ
る
農
民
に
と
っ
て
、
文
字
は
、
生

活
の
う
え
で
必
要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
農
民
は
、
文
字
を
知
ら
な

く
て
も
、
生
活
す
る
う
え
で
の
知
恵
を
豊
富
に
も
っ
て
い
る
。
農
村
に

文
字
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
反
対
し
な
い
が
、「
知
識
」
に
偏
重
す
る

の
で
は
な
く
、
農
民
の
「
知
恵
」
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
郷
土
中
国
』
は
十
五
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本

書
に
は
訳
者
の
西
澤
治
彦
氏
に
よ
る
詳
細
か
つ
丁
寧
な
「
訳
者
ま
え
が

き
」「
訳
者
解
題
」「
訳
者
あ
と
が
き
」
が
つ
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
読

め
ば
各
章
の
概
要
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
は
各
章
を
そ
れ
ぞ
れ
要
約
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
評
者
な
り

の
視
点
か
ら
本
書
の
内
容
を
ま
ず
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
評
者
は
『
郷
土
中
国
』
を
費
氏
の
中
国
社
会
論

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
①
文
字

論
、
②
公
私
・
組
織
論
、
③
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
、
④
法
・
道
徳
論
、

⑤
権
力
論
で
あ
る
。
①
は
第
二
章
「
文
字
を
農
村
へ
」
と
第
三
章
「
再

び
「
文
字
を
農
村
へ
」
を
論
ず
」、
②
は
第
四
章
「
差
序
的
な
構
造
配

置
」
と
第
五
章
「
個
人
間
を
繫
ぐ
道
徳
」、
③
は
第
六
章
「
家
族
」
と

第
七
章
「
男
女
に
別
あ
り
」
と
第
十
二
章
「
血
縁
と
地
縁
」、
④
は
第
八
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②
公
私
・
組
織
論

　

中
国
農
村
が
抱
え
る
問
題
は
「
愚
」
で
は
な
く
「
私
」
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
都
会
人
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
公
／
私
の
概

念
や
組
織
の
あ
り
か
た
は
、
西
洋
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
。
西
洋
の

組
織
は
「
団
体
的
な
構
造
配
置
」
を
基
盤
と
す
る
。
西
洋
で
は
、
個
々

人
（
私
）
が
束
の
よ
う
に
集
ま
り
団
体
（
公
）
を
形
成
す
る
。
団
体
の

成
員
は
固
定
さ
れ
て
お
り
、
団
体
の
秩
序
を
守
る
た
め
に
個
人
は
契
約

を
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
組
織
は
「
差
序
的
な
構
造

配
置
」〈
差
序
格
局
〉
を
基
盤
と
す
る
。
中
国
の
社
会
組
織
は
、
石
を
水

面
に
投
げ
た
あ
と
波
紋
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
、
個
人
を
中
心
と
し

て
外
へ
と
同
心
円
状
に
拡
が
っ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
中
心
は
個
人

や
家
族
で
あ
り
、
そ
の
外
側
に
非
血
縁
を
含
む
仲
間
→
近
隣
→
国
家
が

で
同
じ
で
は
な
い
。
西
洋
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
は
、
子
女
の
生
育
を
根
幹
に

据
え
る
た
め
、
規
模
が
小
さ
く
、
子
供
の
成
長
に
よ
っ
て
分
裂
し
た

り
、
個
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
り
す
る
。
だ
が
中
国
の
家
は
、

事
業
を
お
こ
な
う
た
め
の
組
織
で
も
あ
り
、
永
続
性
が
求
め
ら
れ
る
。

家
は
、
事
業
が
小
さ
け
れ
ば
夫
婦
を
中
心
と
し
、
事
業
が
大
き
け
れ
ば

兄
弟
や
オ
ジ
な
ど
の
大
勢
が
集
ま
る
よ
う
な
、
伸
縮
可
能
な
組
織
で
あ

る
。
ま
た
、
家
は
経
営
組
織
で
あ
る
以
上
、
規
律
の
維
持
が
不
可
欠
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
私
情
を
管
理
し
、
特
に
男
女
間
の
激
し
い
感
情

を
生
み
出
さ
な
い
よ
う
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
中
国

の
伝
統
社
会
で
は
男
女
（
と
り
わ
け
夫
婦
）
の
関
係
は
淡
白
で
、
男
女

が
別
々
に
行
動
す
る
の
が
基
本
と
な
る
。

④
法
・
道
徳
論

　

西
洋
は
「
法
治
社
会
」、
中
国
は
「
人
治
社
会
」
で
あ
る
と
よ
く
言

わ
れ
る
が
、
こ
の
表
現
は
適
切
で
は
な
い
。
西
洋
で
も
法
を
通
し
て
人

が
治
め
て
お
り
、
判
決
に
お
い
て
司
法
官
の
解
釈
が
多
分
に
含
ま
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
も
し
法
律
が
国
家
権
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
規
則
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
中
国
農
村
は
法
が
存
在
し
な
い
社
会
で
あ
る
と

い
え
る
。
し
か
し
、
中
国
社
会
は
、
法
律
と
は
別
の
体
系
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
「
礼
」
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
て
き
た
。「
礼
」
と
は
そ
の
社
会

で
「
正
し
い
」
と
さ
れ
る
道
徳
で
あ
り
、
伝
統
的
な
規
範
で
あ
る
。
例

え
ば
、「
礼
」
に
は
長
幼
の
序
が
含
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
父
親
が
ア

位
置
し
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
私
と
公
は
相
対
的
な
関
係
に
あ
り
、

家
族
（
私
）
に
と
っ
て
仲
間
は
公
に
な
る
し
、
仲
間
（
私
）
に
と
っ
て

国
家
は
公
（
す
な
わ
ち
公
家
）
と
な
る
。
そ
し
て
中
国
社
会
に
お
い
て
私

は
公
よ
り
優
先
度
が
高
い
。
だ
か
ら
、
中
国
で
は
、
内
側
の
組
織
（
私
）

の
た
め
に
外
側
の
組
織
（
公
）
を
犠
牲
に
す
る
の
が
差
序
的
な
構
造
配

置
の
道
徳
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
個
人
主
義
」
で
は
な
く
「
自
我
主
義
」

と
呼
ぶ
の
が
適
切
で
あ
る
。

③
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

　

だ
か
ら
、
西
洋
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
中
国
の
家
は
、
社
会
構
造
の
う
え
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ヘ
ン
を
吸
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
子
が
そ
れ
を
咎
め
れ
ば
罪
と
な
る
。

中
国
の
伝
統
社
会
は
「
礼
治
社
会
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
年
で
は
少

し
ば
か
り
の
法
律
の
知
識
を
得
た
人
々
が
伝
統
的
な
道
徳
を
超
え
て
法

に
訴
え
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
近
年
の
中
国
で
は
礼
治
社
会
と
し
て
の

性
質
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
法
治
秩
序
は
ま
だ
整

え
ら
れ
て
い
な
い
。

⑤
権
力
論

　

権
力
は
四
種
類
あ
る
。
一
つ
目
は
「
横
暴
的
な
権
力
」
で
あ
り
、
実

権
を
握
っ
た
勝
者
（
皇
帝
権
力
な
ど
）
が
、
敗
者
（
農
民
な
ど
）
を
支
配

し
、
命
令
し
、
意
の
ま
ま
に
操
る
。
二
つ
目
は
「
同
意
に
基
づ
く
権
力
」

で
あ
り
、
分
業
が
顕
著
な
社
会
で
現
れ
る
。
Ａ
が
Ｂ
に
何
か
を
す
る
よ

う
干
渉
・
要
求
し
、
Ｂ
が
Ａ
に
義
務
と
し
て
応
え
る
が
、
そ
の
関
係
の

背
景
に
は
契
約
に
よ
る
同
意
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
権
力
形
態
は
中
国

で
併
存
し
て
い
る
。
た
だ
し
中
国
で
は
、
表
面
的
に
国
家
権
力
が
強
い

よ
う
に
み
え
る
が
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
実
際
に
は
農
民
に
そ
れ
ほ
ど

干
渉
し
な
い
「
無
為
政
治
」
が
確
立
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
中
国
社
会
が

「
民
主
的
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
中
国
社
会
を
、
民
主
的
で

あ
る
か
否
か
と
い
う
基
準
で
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
国
で
は
伝
統

的
に
「
正
し
い
」
と
さ
れ
る
道
徳
・
振
る
舞
い
を
下
の
世
代
に
教
え
込

む
第
三
の
権
力
、
す
な
わ
ち
「
教
化
主
義
的
な
権
力
」
が
優
勢
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
時
代
の
変
化
に
伴
い
、
人
々
は
新
し
い
環
境
に
適
応
す

る
処
方
箋
を
つ
く
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
出
現
す
る
権
力

こ
そ
が
、「
時
勢
的
な
権
力
」
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
目
の
権
力
は
、
中

国
社
会
を
近
代
的
な
国
家
に
つ
く
り
か
え
て
い
く
動
力
で
も
あ
り
、
知

識
こ
そ
が
そ
の
源
泉
と
な
る
。

　

本
書
を
読
む
う
え
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
今
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（カラー口絵 ページ）

価格：18,000円＋税 
 

◆特集＝中国建国 70年の光
と影 

◆動向 
政治、台湾・香港・マカオ・華僑、

対外関係、経済、文化、社会 
 
◆要覧・統計 
国土と自然、人口、国のしく

み、軍事、少数民族、国民経

済、農業、工業、資源・エネ

ルギー、交通運輸、対外経

済、知的財産権、労働、暮ら

し、社会保障・医療制度、環

境問題、教育、NGO・NPO、
教育、宗教、日中関係ほか 
 
◆資料 
統計公報、重要文献、主要人

事、2019年日誌ほか 
 
※お問い合わせは中国研究

所事務局まで 
================= 
一 般

社団法人 中国研究所 
〒112－0012 
東京都文京区大塚6-22-18 
TEL：03-3947-8029 
FAX：03-3947-8039 
e-mail:c-chuken@tcn-catv.ne.jp 
URL:http://www.chuken1946.or.jp 
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か
ら
約
七
〇
年
も
前
に
書
か
れ
た
本
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
体
的

に
『
郷
土
中
国
』
は
文
化
相
対
主
義
、
特
に
当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
類
学

の
主
要
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
っ
た
「
文
化
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
学
派
の

影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
各
社
会
の
本
質
的
特
徴
を
描
き

出
す
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、「
自
社
会
」
と
「
他
社
会
」
を
め

ぐ
る
過
剰
な
対
比
を
描
き
出
し
た
と
し
て
、
今
日
批
判
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
本
書
に
も
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
費

氏
が
中
国
の
各
地
で
実
施
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
基
盤
と
し
て
い

る
が
、
そ
れ
を
中
国
と
い
う
枠
組
み
に
拡
大
し
、
西
洋
と
中
国
の
鋭
い

対
比
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
の
本
質
的
特
徴
を
示
す
た

め
に
費
氏
が
考
案
し
た
概
念
が
、
郷
土
社
会
で
あ
る
。
郷
土
社
会
と

は
、
中
国
の
基
層
社
会
で
あ
り
、
中
国
伝
統
社
会
の
特
質
で
あ
る
か
の

ご
と
く
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
で
言
及
さ
れ
る
中
国
の
郷
土
社

会
と
は
具
体
的
に
ど
こ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
概
念
は
伝
統
的

な
中
国
農
村
を
基
盤
と
し
て
い
る
が
、
時
と
し
て
都
市
に
も
敷
衍
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
特
質
が
中
国
の
全
土
に
敷
衍
で
き
る
か
ど
う

か
は
、
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
中
国
と
い
う
国
境
を
一
歩
超
え
る

と
途
端
に
郷
土
社
会
の
特
質
が
み
ら
れ
な
く
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
も

な
い
だ
ろ
う
。
家
庭
で
話
す
こ
と
も
な
い
夫
婦
の
姿
な
ど
は
、
現
代
日

本
社
会
で
も
十
分
み
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
、
本
書
は
、
中
国
の
本
質
を
描
き
出
す
こ
と
に
腐
心

し
た
中
国
社
会
論
で
あ
る
。
だ
が
、
本
書
を
読
む
と
、
今
の
人
類
学
や
中

国
研
究
に
と
っ
て
も
示
唆
的
な
記
述
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
改
め
て
気

づ
か
さ
れ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
人
類
学
で
文
字
、
公
／
私
、

民
主
、
権
力
を
め
ぐ
る
議
論
が
多
く
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
法
人
類
学
的
研

究
は
い
ま
だ
に
乏
し
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
る
と
、
本
書
に
は
先

駆
的
・
独
創
的
な
見
解
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

日
本
で
も
人
類
学
の
実
用
性
が
ま
す
ま
す
問
わ
れ
て
い
る
今
、
本
書
は

多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
、
西
澤
氏
が
既
訳
書
を
参
照
し
て
、
概
念
・
表
現
を
再
検
討

し
な
が
ら
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
文
の
表
現
に
忠
実
に
な
り
す
ぎ

て
い
る
箇
所
は
若
干
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
章
が
か
た
い
わ
け

で
は
な
く
、
訳
書
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
読
み
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
西
澤
氏
に
よ
る
解
説
も
大
変
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
中

国
語
の
原
文
を
す
で
に
読
ん
だ
と
い
う
方
も
、
手
に
と
っ
て
み
る
こ
と

を
お
薦
め
す
る
。

（
か
わ
い
・
ひ
ろ
な
お　

国
立
民
族
学
博
物
館
）




