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4. 研究目的  
近三十年あまりの中国経済の躍進にともない、日本人を含む外国人が中国で経済活動を行

う機会は増大し、中国系の人びとと中国の内外で頻繁に接触するようになった。しかし、相

互の常識・行動様式などの違いにより、様々な摩擦も生じている。そうした問題を理解・解

消するために、中国の社会・経済に対する深い理解が一層必要となっている。 また、英語

圏の歴史研究ではグローバル・ヒストリーのような、広域的・長期的な視野をもちつつ比較

を重視する研究が大きな潮流となっている。その中で、中国に関しては、18 世紀までの中

国の中核地域における経済水準が西欧のそれと匹敵していたことが強調される傾向にある。

しかしながら、こうした研究では、19 世紀以降において、中国と欧米・日本の間で経済格

差が拡大していったことや、近三十年間に中国が急速に経済発展したことについての説明

は十分できていない。したがって、前近代の中国経済を評価する潮流に対し、中国近現代に

おける社会・経済の発展を規定していたものを探求し、その研究成果を日本から発信してい

くことも重要であろう。 そこで本研究班では、前近代中国、特に 17 世紀以降の中国におい

て社会・経済を規定してきた慣習・常識・規範・秩序・行動様式といった「制度」が、近現

代にいかに変容したかを多角的に検討する。  
 
The economic development in China during the last 30 years has attracted many 
foreigners, including Japanese, seeking business opportunities. As the contact between 
foreigners and Chinese people increased both in and out of China, various conflicts arose 
because of cultural and behavioral differences between the native Chinese and foreigners. 
Thus, it became important to properly understand Chinese society and economy in order 
to solve these problems. On the other hand, recent scholarship from the English speaking 
world tends to hold that the economic standard in China’s core regions is almost the 



same as that in Western Europe at the end of the eighteenth century. However, these 
studies do not fully explain the rapid economic growth in China during the last 30 years 
or the “small divergence” between China and Japan since the mid-nineteenth century. 
Therefore, in order to fully understand these issues, it is important to investigate the 
institutions regulating social and economic changes in China in the modern period. In 
this study, we examine the transformation of institutions such as customs, common sense, 
rules, orders, and behavioral patterns, which have regulated Chinese society and its 
economy from the 17th century to the modern period.  
 
 




