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discipline of political science, though I agree that 

other social sciences, as I think Professor Madsen 

also pointed out, such as economics and business 

administration, have kept more traditional 

methodologies, as the scholars in those fields 

have developed greater interest in Asia and China 

in recent years.

 I just wanted to relate one more personal story 

to illustrate some of the trends in American 

analysis of Asian studies. A few years ago I was 

in Washington DC to evaluate PhD student 

proposals for Fulbright Foundation research 

grants that are supported by the US government, 

by the  Educat ion Depar tment  in  the  US 

government. But I found that many of the 

proposals that we decided to give money to had 

little to do with promoting American government 

policy. So, I  think this indicates perhaps 

somewhat less of a link between research and 

government policy funding in the United States.

 My main suggestion for revision of the paper, 

if Professor Kagami decides to make changes in 

this particular paper, are that the last part of the 

essay should go into greater depth and give a 

m o r e  c o m p r e h e n s ive  r o a d  m a p  f o r  t h e 

cobehavioralist approach. Although I should say I 

found the chart that he used in his powerpoint 

presentation today to be very useful, and I think 

that if he would like to include the chart in his 

paper that would make it very interesting for 

people who read the essay.

 In the paper, Professor Kagami gives three 

main points to emphasize his new approach, and 

he also gives a detailed example from the case of 

pollution in China to illustrate the way the 

methodology would work in practice. However I 

believe it would be useful to include more 

discussion of how current researchers can in a 

practical way change their methodologies and 

ways of thinking to accomplish more of this kind 

of work, and I think a few of the presenters today 

have mentioned the problem of food safety in 

China.  I  think that  would also be a very 

interesting case to look at using Professor 

Kagami’s methodology.

 Finally, in the last paragraph, Professor 

Kagami cites a few more examples for a possible 

future cobehavioralist work, with particular 

reference to the Fukuchiyama railway disaster in 

Japan, and also nuclear power safety. And so an 

extended discussion on these cases, and perhaps 

other cases in China would be of great value to 

help show scholars how they can use the new 

approach to both revise their  t radit ional 

approaches and achieve useful and notable results 

with Professor Kagami’s cobehavioralist method. 

Thank you.

─司会　時間は順調どおり進んでおりまし
て、ここで10分間の休憩とさせていただき
ます。

〈 休　　憩 〉

─司会　それでは、後半のコメントを引き
続き再開したいと思います。最初に、南開大
学の周立群先生、お願いします。
─周立群
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─司会　続きまして、東京大学の並木頼寿
先生にお願いします。
─並木頼寿　今、ご紹介にあずかりました
並木です。現代中国学の新しいパラダイムを
めぐるシンポジウムに参加させていただきま
した。私は歴史が専門です。中国研究におけ
る歴史的な過去の状況について、このシンポ
ジウムをきっかけにして考えたことなどを述
べさせていただきたいと思います。
　私は東洋史学という学科を卒業していま
す。ただ私は、中華人民共和国とだいたい同
じぐらいの年齢の人間です。学生時代には
ちょうど文化大革命というできごとがあっ
て、大学もなかなかにぎやかでした。そのよ
うなこととも関連して、東洋史学のなかで
も、中国の近代の歴史を自分の研究テーマに

することになりました。いずれにせよ、東洋
史学という方法で中国の近代史の分野を勉強
するということでした。
　現在、私は東京大学の総合文化研究科とい
う大学院に所属していますが、ここは地域研
究、または少し特殊な用語ですが、「地域文
化研究」という言葉で研究分野を表していま
す。歴史学が正面に出ているわけでは必ずし
もありません。出身は歴史学ですが、今、仕
事をしているところでは地域研究ないしは地
域文化研究という看板を掲げさせられている
というか、掲げることになっています。
　同じく中国近代の事柄を研究するというこ
とですが、歴史学、すなわち東洋史学で考え
る場合と、地域研究で考える場合と、対象は
中国の近代のさまざま事柄ですが、少し違い
があるのかなと思います。
　こうして近代の歴史について、過去の事柄
に焦点を当てていろいろと考える際にも、歴
史学で考える場合と、地域研究で考える場合
とでは、少し違いがある、それがどのような
ところにあるのかということを考えさせられ
ています。
　東洋史学という学問領域ができたのは、
ちょうど100年ぐらい前でしょうか。それ以
前には必ずしも存在しなかった、日本にはな
かったといってもよい。100年前に、日本で
東洋史学という学問領域がつくられたときに
は、当時の西洋における歴史学の方法を導入
することが目指されたといわれています。西
洋に東洋史学があり、それが日本に来たので
はなく、西洋の歴史学が日本に来て、ある事
情で東洋史学ができるというかたちになるの
だろうと思います。
　その新しい方法を導入して東洋史学が形成
されるときには、伝統的な漢学、日本に以前
からあった漢学のような学問の領域の影響力




