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現代中国学
中島

花
の
季
節
に
更
植
市
の
杏
（
あ
ん
ず）

の

里
を
歩
い
た。

花
の
中
で
迷
い
そ
う
に
な
っ

た。

信
州
は
学
者
の
塁
だ。

ど
と
を
見
て
も

優
れ
た
学
者
が
い
る。

大
学
教
授
だ
げ
で
は

な
い。

町
の
学
者、

村
の
研
究
家
が
多
い
の

に
も
鰐
く。

層
が
厚
く
広
い。

学
者
の
星
で

も
迷
い
そ
う
で
あ
る。

憲
法
の
東
大
教
授
小
林
直
樹
（穴
O）。

や
せ

ぎ
ず
で
ま
じ
め
な
容
姿。

平
和
憲
法
擁
護
の

論
陣
を
張
る。

「
平
和
憲
法
は
世
界
で
最
も

進
ん
だ
も
の
で、

日
本
に
も
人
類
全
体
に
も

憲法擁護
小林
直
樹

意
味
が
あ
る」
「
軍
隊
で
園
は
守
れ
な
い」
。

そ
の
論
法
は
常
に
ス
ト
レ
ー
ト
で、

変他
球

で
勝
負
す
る
ζ
と
が
な
い。

「
融
通
が
き
か

ず、

原
理
原
則
で
も
の
を
い
っ
て
妥
協
し
な

い
の
が
信
州
人。

ぼ
く
も
そ
う
で
す。

そ
の

時
廷
の
状
視
に
流
さ
れ
る
白
本
人
の
現
実
主

義
の
中
で、

原
則
で
も
の
を
い
う
こ
と
も
必

要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か」

小
諸
市
の
生
ま
れ。

子
ど
も
の
と
る
立
川

文
庫
は
夢
中
だ
っ
た。

相
撲
の
壁画
電
為
右
衛

門
は
隣
の
東
部
町
生
ま
れ、

真
田
十
勇
士
の

活
隠
し
た
上
回
も
近
く、

「
猿
飛
佐
助
の
師

の
戸
沢
白
雲
斎
が
い
た
鳥
居
峠
も
す
ぐ
そ

ば」

だ
か
ら、

講
談
は
お
話
で
な
く
現
実
だ

っ
た
。

「
ぼ
く
は
勉
強
好
き
じ
ゃ
な
か
っ

た。

学
者
に
な
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た」
。

学
徒
出
障
で、

軍
隊
の
あ
ま
り
の
非
合
理
さ

を
体
験。

復
員
し
て
戻
っ
た
東
大
で、

尾
高

朝
雄
の
カ
ン
ト
「
永
久
平
和
の
た
め
に」

の

講
義
を
き
い
て、

学
問
と
は
と
ん
な
に
す
ば

ら
し
い
も
の
か
と
思
う。

「
小
さ
な
薄
暗
い

教
室
で、

寒
さ
に
ふ
る
え
な
が
ら
感
動
し
て

い
た」負

げ
ん
気
で
筋
そ
通
す
と
と
で
は、

現
代

中
国
学
の
東
京
外
語
大
教
授
中
島
嶺
雄（
目
玉）

も
ひ
け
を
と
ら
な
い。

昭
和
四
十
三
年、

大

学
紛
争
の
あ
ら
し
の
中
で
研
究
室
を
め
ち
ゃ

め
ち
ゃ
に
さ
れ
た
。

貴
重
な
資
料
も
失
っ

た。

紛
争
が
解
決
し
て
授
業
が
再
開
さ
れ
た

と
き、

中
島
ひ
と
り、

学
生
が
反
省
し
謝
罪

す
る
ま
で
講
義
は
で
き
な
い
と
頑
張
っ
た。

「
研
招
室
を
荒
ら
し
た
の
は
過
激
派
か
も
し

れ
な
い
が、
一

般
学
生
も
傍
観
し
て
い
た。

ぼ
く
は
六
O
年
安
保
闘
争
の
と
き
学
生
自
治

会
に
い
た
か
ら、

学
生
運
動
の
退
廃
が
許
せ

な
か
っ
た」

学
生
に
襲
わ
れ
た
の
は、

当
時
華
や
か
だ

っ
た
中
国
文
化
大
革
命
を、
よ
そ
の
最
初
か
ら

権
力
関
争
と
み
て
分
析
し
て
い
た
の
が、

過，

激
派
の
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い。

中
国
べ
っ
た
り
の
学
者
が
多
か
っ
た
中

で、
一

貫
し
て
党
内
闘
争、

路
線
闘
争
と
し

て
分
析
す
る
姿
勢
を
変
え
ず、

学
界
の
一

匹

狼
（
お
お
か
み）

で
生
き
て
き
た。

鰻
近、

こ
の
十
五
年
間
の
論
を
集
め
た
『
北
京
烈

烈』

を
出
版
し
た
が
バ

芭
い
論
文
で
の
見
通

し
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
自
信
の

表
れ
で
も
あ
る。

松
本
市
生
ま
れ。

子
ど
も
の
と
ろ
才
能
教

育
の
鈴
木
鎮
一

か
ら
バ
イ
オ
リ
ン
を
習
い、

家
に
は
歌
人
の
若
山
喜
志
子
ら
も
出
入
り
し

て、

松
本
の
文
他
的
な
空
気
そ
吸
っ
て
育
っ

た。

中
固
に
興
味
を
持
っ
た
一

因
に
は、

郷

土
の
先
輩
竹
内
好
の
影
響
も
あ
る。

と
れ
か

ら
の
中
国
を
「
も
う
激
動
を
繰
り
返
す
と
と

は
な
い。
一
つ
の
時
代
は
終
わ
り、

だ
ん
だ

ん
ド
ラ
マ
性
が
な
く
な
る」

と
み
る。

学
者
の
呈
の
巨
木。

民
族
学
の
国
際
的
権

威
の
岡
正
雄（
八＝一）、

動
物
生
態
学
の
第
一

人

者
犬
飼
哲
夫（
八一一一）。

臨
海
工
業
地
帯
と
い
う

考
え
方
を
生
み
出
し
て
日
本
の
高
度
成
長
の

基
礎
造
り
を
し、

文
化
勲
章
を
受
章
し
た
土

木
工
学
の
鈴
木
雅
次（
九
ニ）。

い
ず
れ
も
松
本

市
生
ま
れ。

鈴
木
は
松
本
中
学
が
日
本
に
初
。

め
て
ス
ク
イ
ズ
プ
レ
ー
を
導
入
し
た
時
の
野

球
部
員
だ。

地
方
史
の
一
士山
茂
樹（
八
八）、

日

本
史
の
児
玉
幸
多（七一）、

所
三
男（
八
O）、

洞

富
雄（七
回）、
北
島
正一
冗
（六
九）、

金
井
円（五
回）、

計
量
史
の
宝
月
圭
吾（七
五）、

農
業
史
の
古
島

敏
雄（六九）、宗
教
史
の笠原
一

男（六
五）。震

史関係
が
並
ん
だ。

（
敬
称
略）


