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活
力
の
源
泉
と
し
て
の
儒
教
文
化

ニ
ュ
l・

ア
ジ
ア
な
ど
と
呼
ば
れ
て 、
こ
の

と
こ
ろ
東
ア
ジ
ア
経
済
圏
の
活
力

が
大
き
く
注
目
さ
れ
て
い
る 。
そ

う
し
た
な
か
で 、
日
本
は
そ
の
中

核
に
な
る
の
だ
が 、
日
本
は
近
代

化に
成
功
し
た
ア
ジ
ア
の
例
外
的

存
在
だ
と
い
っ
た
見
方
は 、

ア
ジ
ア
N
I
Cs 、

も
つ

「
b
o
コ

〈
白
コ
a
叩
『
ヨ
由
mw
「
凹
n
y

－
9
2
8
年、

フ
ラ
ン
ス
に
生
ま

れ
る。

引
1
例
年、

日
仏
会
館
フ

ラ
ン
ス

学
長。

現
在、

パ

リ
大
学

V
高
等
研
究
所
委
員
長。

原
題
は

＝
「
巾
コ
O
C
〈
巾
白
E

三
口
コ
且
冊
目
吉一
m
m

－
大
修
館
総
店

・
一

八
O
O
円

著

完
全
に
過
去
の
も
の
に
なっ
て
し

ま品つれ九。本
書は 、
そ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア

地
域
の
将
来
の
成
長
を
展
望
しつ

つ 、
そこ
に
共
通
す
る
同一
性（
ア

イ
デ
ン
ティ
テ
ィ
ー）

を
経
済 、
政

治 、
文
化
の
三
つ
の
面か
ら
抽
出

し
て 、
そ
の
全
体
を
「
新
しい
シ

ナ
的
世
界」
（戸内
ロOC〈
gロ

冨o
E巾田町
己
払） 、
つ
ま
り
新
し

い
漢
字
文
化
圏
ない
し
は
新
し
い

儒
教
文
化
圏
と
し
て
描こ
う
と
い

う 、
野
心
的
に
し
て
斬
新
な
試
み

で
あ
る 。

だ
が
著
者
は 、
旧
文
化と
し
て

の
儒
教
文
化
を
復
古
趣
味で
取
り

上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く 、

ま
た
儒
教
的
な
旧
イ
デ
オロ
ギ
ー

へ
の
回
帰
を
時
代
錯
誤
的
に
叫
ぶ

の
で
は
ない 。

「
正
に
ま
た
儒
教が
決
定
的
に

死
ん
で
い
れ
ば
こ
そ 、
そ
の
遺
産

が
発
展
の
諸
要
請
と
矛
盾
せ
ず

に 、
新
し
い
思
惟
様式
の
中に
再

投
資さ
れ
る
こ
と
が
で
き
う
る
の

で
あ
る」

と
の
著
者
の
指
摘は
き
わ
め
て

重
要
で
あ
り 、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ

えに
こ
そ 、
著
者
の
言
う
。

儒
教

のル
ネッ
サ
ン
ス。
が
可
能
な
の

だ
と
言
え
よ
う 。

こ
う
し
て
著
者
は 、
東
ア
ジ
ア

経
済
圏
の
活
力
の
源
泉
と
し
て
の

儒
教
文
化に
着
目
す
る
の
だ
が 、

そ
れ
は 、
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
諸

社会
を
構
成
し
た
共
通
項こ
そ 、

儒
教で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

そ
し
て
著
者
は 、

「
儒
教
の
真
髄
は
何に
存
し
て

い
る
の
か
？

三
語
を
も
っ
て

答
え
う
る 。
す
な
わ
ち 、
家
族

（
F
E
ES 、
儀
礼（「
礼」ユ
ぽ） 、

高
級
官
僚
制
度（
B
S
含ユロ
主

で
あ
る」

と
み
ご
と
に
抽
出
し
て 、

「
儒
教
的
共
同
体
主
義
の
著し

い
特
徴
の一
つ
は 、
宗
教
的
信
仰

に
全
く
煩わ
さ
れ
て
い
ない
こ
と

で
あ
る」

と
語
り 、
こ
れ
ら
の
要
因
が
ア

ジ
ア
社
会
の
発
展に
ど
う
結
びつ

い
て
い
る
か
を
解
き
明か
そ
う
と

し
て
い
る 。

メヂイア

例
え
ば 、「
近
代
化
の
媒
介
物 、

正
に
漢
字は
そ
れ
で
あっ
た」
と

す
る
著
者
は 、

「
漢
字
文
化
諸
国
に
お
け
る
世

帯
の
貯
蓄
率は 、
世
界
で
最
高の

水
準に
達
し
て
い
る 。
：：：

東
ア

ジ
ア
社
会
のこ
の
貯
蓄へ
の
大
き

な
性
向
の
中に
は 、
質
索 、
節
制 、

用
心
と
い
う
何
百
年
の
伝
統が
容

易
に
再
発
見さ
れ
る
が 、
こ
れ
ら

の
伝
統こ
そ
「
儒
教』
は
常に
経

－
こ
の
本
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済
面に
お
け
る
主
要
な
美
徳
と
し

て
き
た」

と
語っ
て
い
る 。

著
者は 、
伝
統
あ
るフ
ラ
ン
ス

中
国
学（
Em
Eo
zm－o）
の
成
果

を
継
承
し
つ
つ
も、
ア
ジ
ア
社
会

の
現
実
を
丹念に
分
析
す
る
こ
と

に
よっ
て 、「
新
し
い
文
明
形
態」

と
し
て
の
「
儒
教
文
化
圏」
に
新

た
な
光
を
当
て
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
る 。

最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
「
儒
教

文
化
圏」
に
つ
い
て
の
理
解
を
深

め
る
う
え
で
欠
か
せ
ない
有
益
な

書で
あ
り 、
金
日
坤
著
『
儒
教
文

化
圏
の
秩
序
と
経
済』（
名
古
屋
大

学
出
版
会） 、
W・
T－
ドパ
リ
l

著『
朱
子
学と
自
由
の
伝
統』
（
平

凡
社）
と
併
読
さ
れ
れ
ば
な
お
よ

い
で
あ
ろ
う 。

な
お 、
シ
ン
ガ
ポ
ール

に
関
す

る
邦
訳一
七
六m lの「
南
陽
大
学」

は「
南
洋
大
学」
の
誤
りで
あ
る 。

東京外国語大学教授

.illi flj点洋経済62. 9. 26 

中
嶋

嶺
雄

書評　レオン・ヴァンデルメールシュ著『アジア文化圏の時代』　-1987.09.26
週刊東洋経済


