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中
国
古
典
研
究
の
現
場
か
ら
、『
シ
リ
ー
ズ
・
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む

中
国
古
典
』
と
題
さ
れ
た
魅
力
的
な
シ
リ
ー
ズ
が
誕
生
し
た
。
そ
の
名

の
通
り
、「
中
国
古
典
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
キ
ー
ワ
ー

ド
別
に
原
文
と
現
代
語
訳
を
並
置
す
る
形
で
紹
介
し
、
読
解
を
試
み
る

と
い
う
斬
新
な
切
り
口
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
全
五
巻
の
概
要
は
、
以

下
の
通
り
。
第
一
巻『
コ
ス
モ
ロ
ギ
ア
―
―
天
・
化
・
時
』（
中
島
隆
博
編
）、

第
二
巻
『
人
な
ら
ぬ
も
の
―
―
鬼
・
禽
獣
・
石
』（
廣
瀬
玲
子
編
）、
第

三
巻
『
聖
と
狂
―
―
聖
人
・
真
人
・
狂
者
』（
志
野
好
伸
編
）、
第
四
巻

『
あ
ら
わ
れ
の
ア
ル
ス
―
―
志
・
情
・
意
』（
齋
藤
希
史
編
）、
第
五
巻
『
治

乱
の
ヒ
ス
ト
リ
ア
―
―
夷
狄
・
正
統
・
勢
』（
伊
東
貴
之
編
）。
な
お
、第
四
、

五
巻
は
近
刊
予
定
で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
だ
け
で
も
、
従
来
の
「
中
国
古
典
」
に
関
す
る
シ
リ
ー
ズ

と
一
線
を
画
す
企
画
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
現

「
中
国
古
典
」
の
豊
饒
な
る
原
野
へ

宇
野　

瑞
木

Book Review

代
語
訳
で
読
め
る「
中
国
古
典
」の
叢
書
に
つ
い
て
は
第
二
巻
の「
余
説
」

に
委
細
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、
要
は
、
思
想
・
歴
史
と
文
学
を
分
け

る
も
の
、
そ
れ
ら
全
て
を
含
む
も
の
な
ど
多
様
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
い

ず
れ
も
書
物
、
人
物
や
セ
ク
ト
（
学
派
・
宗
派
）
を
軸
に
編
ま
れ
て
お
り
、

か
つ
大
部
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド

を
軸
に
テ
ー
マ
別
に
編
ま
れ
て
い
る
た
め
、
既
存
の
枠
組
み
に
制
限
さ

れ
ず
に
広
く
「
中
国
古
典
」
を
見
渡
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
れ
が
気
軽
に
手
に
と
れ
る
分
量
で
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
何

よ
り
も
嬉
し
い
。

そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
言
う
「
中
国
古
典
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
二
巻

「
余
説
」
に
よ
れ
ば
、
哲
学
・
思
想
・
歴
史
・
文
学
と
い
っ
た
広
い
ジ
ャ

ン
ル
に
わ
た
り
、
文
言
と
白
話
の
違
い
に
捉
わ
れ
ず
に
、「
中
国
に
お

い
て
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
す
べ
て
を
お
お
い
、
と
き
に
は
文
字
に
さ

シ
リ
ー
ズ
・
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
中
国
古
典

四
六
判
／
法
政
大
学
出
版
局

中
島
隆
博
編　

本
体
二
二
〇
〇
円
＋
税

コ
ス
モ
ロ
ギ
ア　
天
・
化
・
時

廣
瀬
玲
子
編　

本
体
二
六
〇
〇
円
＋
税

人
な
ら
ぬ
も
の　
鬼
・
禽
獣
・
石

志
野
好
伸
編　

本
体
二
六
〇
〇
円
＋
税

聖
と
狂　
聖
人
・
真
人
・
狂
者
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え
限
定
さ
れ
な
い
概
念
と
し
て
の
﹁
文
﹂」（
二
三
八
頁
）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
文
」
と
い
う
「
中
国
古
典
」
の
発
生
の
場
に

ま
で
立
ち
戻
っ
て
系
譜
的
に
問
い
直
す
試
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
中

国
古
典
」
を
動
態
的
に
捉
え
返
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
従
来
の
叢
書
に

お
け
る
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
在
り
方
と
鮮
や
か
な
対
照
を
な
す
。
そ
し
て

シ
リ
ー
ズ
の
生
命
と
も
い
う
べ
き
ワ
ー
ド
選
出
に
関
し
て
も
、「
中
国

古
典
」
に
軸
足
を
置
き
つ
つ
東
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
欧
米
の
研
究
ま
で

視
野
に
収
め
た
編
著
者
た
ち
な
ら
で
は
の
、
古
典
と
現
代
と
を
切
り
結

ぶ
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
下
、
紙
面
の
都
合
上
甚
だ
簡
略
で
は
あ
る
が
、
既
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
第
三
巻
ま
で
の
内
容
を
概
観
し
た
い
。
な
お
原
則
と
し
て
、
巻
ご

と
に
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
別
々
の
著
者
が
論
述
担
当
し
、
さ
ら
に
編

者
が
「
総
説
」
で
各
論
を
関
連
づ
け
な
が
ら
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
論

じ
る
と
い
う
構
成
が
貫
か
れ
て
い
る
。

第
一
巻
は
、「
天
」「
化
」「
時
」
を
キ
ー
に
、「
コ
ス
モ
ロ
ギ
ア
」
す

な
わ
ち
中
国
の
宇
宙
論
的
想
像
力（
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
）の
可
能
性
を
問
う
。

第
一
章
（
中
島
）
で
は
「
天
」
概
念
の
変
遷
を
概
観
す
る
が
、
そ
の
中

で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
天
」
が
常
に
世
界
的
秩
序
を
揺
る
ぎ
な
く

支
え
て
き
た
訳
で
は
な
い
点
で
あ
る
。「
天
」
へ
の
懐
疑
は
漢
に
萌
し
、

唐
の
韓
愈
に
至
っ
て
鋭
く
示
さ
れ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
「
天
」

を
再
び
世
界
的
普
遍
性
に
ま
で
押
し
上
げ
よ
う
と
す
る
現
代
中
国
の
動

向
に
言
及
し
て
い
る
点
で
、
他
章
と
と
も
に
「
古
典
」
を
近
現
代
の
問

題
系
ま
で
拡
張
し
た
上
で
再
考
す
る
意
義
深
い
論
と
言
え
る
。
第
二
章

「
化
」（
本
間
次
彦
）
で
は
、『
易
』
を
中
心
と
す
る
儒
教
的
文
脈
に
お
け

る
世
界
の
生
成
変
化
と
そ
こ
に
参
与
し
得
る
人
（
聖
人
）
が
、
様
々
に

想
定
さ
れ
て
き
た
過
程
が
概
観
さ
れ
、
さ
ら
に
『
荘
子
』
の
「
物
化
」

や
道
教
、
中
国
医
学
が
拓
く
「
気
の
沃
野
」
に
も
言
及
す
る
。
第
三
章

（
林
文
孝
）
で
は
、「
時
」
が
「
時
間
の
流
れ
」
よ
り
も
「
適
切
な
時
機
」

を
指
す
点
を
示
す
一
方
で
、
我
々
が
親
し
ん
で
い
る
流
れ
る
時
間
観
念

は
「
道
」
と
重
な
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
差
異
の
要
素
を
含
ま
な
い
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
通
説
を
覆
す
中
国
の
終
末
論
の
可
能
性
を
論
じ

た
部
分
は
、「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
中
国
文
化
像
」（
一
八
八
頁
）
の

消
費
回
路
か
ら
の
脱
却
と
い
う
本
書
の
方
向
性
を
鮮
や
か
に
示
し
て
み

せ
た
好
論
で
あ
る
。「
総
説
」
で
は
、
以
上
か
ら
浮
か
び
上
が
る
人
を

も
含
む
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
宇
宙
論
が
、
神
が
作
り
だ
し
た
静
的
世
界
秩

序
に
対
し
て
人
間
が
持
ち
得
る
自
由
意
志
を
問
題
と
す
る
西
洋
哲
学
の

世
界
観
と
対
置
さ
れ
る
。
既
に
お
気
づ
き
か
と
も
思
う
が
、
キ
ー
ワ
ー

ド
ご
と
に
古
典
を
引
用
す
る
方
法
自
体
は
「
類
書
」
の
伝
統
に
基
づ
く

も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表
的
な
書
（『
太
平
御
覧
』
等
）
を
見
る
と
、「
天
」

に
始
ま
り
「
歳
時
」
と
続
く
。
し
た
が
っ
て
「
天
」「
時
」
の
間
に
「
化
」

を
挟
ん
だ
意
図
を
探
る
こ
と
こ
そ
、
本
書
の
真
の
問
い
へ
の
近
道
と
な

る
だ
ろ
う
。
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第
二
巻
は
、
上
記
の
よ
う
な
宇
宙
論
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
対
し
、
人

は
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
定
義
さ
れ
て
き
た
の
か
を
問
う
。
そ

の
際
、
敢
え
て
人
「
な
ら
ぬ
」
も
の
か
ら
人
「
な
る
」
も
の
を
炙
り
出

そ
う
と
し
た
逆
転
の
発
想
に
本
書
の
魅
惑
の
源
泉
が
あ
る
。
カ
ギ
は

「
鬼
」「
禽
獣
」「
石
」
の
三
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
原
初
的
か
つ
マ
ー
ジ
ナ
ル

な
場
を
表
象
し
、
自
ず
と
従
来
の
「
古
典
」
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
て
い

く
。
第
一
章
（
廣
瀬
）
の
「
鬼
」
と
は
、
我
が
国
で
お
馴
染
の
桃
太
郎

が
退
治
し
た
「
オ
ニ
」
で
は
な
く
「
死
者
の
霊
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
鬼
」

は
祖
先
祭
祀
と
関
わ
る
重
要
な
論
点
で
あ
り
つ
つ
、
文
学
の
源
泉
で
も

あ
り
続
け
た
。
秩
序
を
保
つ
た
め
敬
遠
さ
れ
（
孔
子
）、
逆
に
生
者
の

世
を
裏
か
ら
秩
序
づ
け
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
（
墨
子
）、無
鬼
論
（
王

充
）
が
唱
え
ら
れ
た
か
と
思
え
ば
、
六
朝
志
怪
で
は
大
活
躍
と
大
忙
し

だ
。ハ
イ
ラ
イ
ト
は
著
者
の
専
門
た
る
元
明
の
戯
曲
を
論
じ
た
箇
所
で
、

ト
書
き
ま
で
忠
実
に
訳
し
た
現
代
語
訳
は
劇
場
の
臨
場
感
を
見
事
に
伝

え
る
。「
禽
獣
」
を
扱
う
第
二
章
（
本
間
）
で
は
、
北
宋
に
お
い
て
、
動
・

植
物
と
の
差
異
化
の
中
で
、
人
が
万
物
の
内
で
最
も
優
れ
た
存
在
と
し

て
定
義
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
る
。
さ
ら
に
禽
獣
を
放
逐
し
文
明
を
保
証

す
る
一
方
で
、
禽
獣
を
親
と
す
る
出
生
譚
を
持
つ
な
ど
、
聖
人
の
特
異

な
立
ち
位
置
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
く
。
道
教
的
文
脈
に
そ
っ
て
論

述
さ
れ
た
第
三
章
「
石
」（
土
屋
昌
明
）
で
は
、
我
々
が
「
石
」
に
も
つ

無
機
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
、「
石
」を
生
命
を
生
み
出
す
存
在
と
見
る
。

ま
た
奇
石
が
も
つ
内
外
反
転
の
宇
宙
観
（
洞
天
思
想
）
に
言
及
し
た
箇

所
は
、
著
者
が
実
際
に
洞
窟
に
足
を
踏
み
い
れ
た
実
体
験
に
基
づ
き
説

得
力
が
あ
る
。
以
上
、
第
二
巻
は
扱
う
対
象
自
体
が
、
劇
の
脚
本
や
道

教
の
聖
地
な
ど
従
来
の
「
古
典
」
か
ら
逸
脱
す
る
。
そ
の
中
で
炙
り
出

さ
れ
た
の
は
、
人
全
般
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
頂
点
に
位
置
す
る
聖
人

の
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
性
格
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

第
三
巻
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
聖
人
」
も
含
む
「
真
人
」「
狂
者
」

と
い
う
特
殊
な
人
が
儒
仏
道
の
交
叉
す
る
文
脈
に
お
い
て
改
め
て
問
わ

れ
る
。
第
一
章
「
聖
人
」（
内
山
直
樹
）
は
、
漢
を
中
心
に
前
後
の
時
代

の
聖
人
観
を
概
観
す
る
。「
聖
」
は
「
耳
ざ
と
い
」
と
い
う
基
本
義
を

持
ち
、
そ
の
特
殊
な
能
力
で
天
地
を
観
察
し
文
明
を
創
造
す
る
。
ま
た

「
聖
人
」
が
異
形
の
人
と
し
て
表
象
さ
れ
、
時
に
未
知
の
事
態
に
対
処

す
る
た
め
に
法
を
超
え
さ
え
す
る
点
は
、
現
代
の
価
値
観
と
隔
た
り
が

あ
る
が
故
に
逆
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
い
を
孕
ん
で
い
よ
う
。
第
二
章

「
真
人
」（
土
屋
）
で
は
、
儒
教
の
「
聖
人
」
の
伝
統
を
借
り
つ
つ
神
仙

を
取
り
込
み
な
が
ら
「
真
人
」
像
を
作
っ
た
『
荘
子
』、
そ
の
実
践
者
・

始
皇
帝
の
刻
石
、
漢
の
緯
書
、
六
朝
の
道
教
経
典
や
仏
教
を
概
観
し
な

が
ら
文
字
の
問
題
を
考
察
す
る
。
第
三
章
「
狂
者
」（
廖
肇
亨
・
志
野
）

で
は
、
精
神
異
常
を
指
す
「
狂
」
は
、『
論
語
』
で
は
「
周
囲
か
ら
孤

絶
し
な
が
ら
理
想
を
語
る
人
物
」
と
し
て
評
価
さ
れ
、
以
後
魯
迅
『
狂

人
日
記
』
ま
で
脈
々
と
続
く
、
社
会
に
対
し
異
議
申
し
立
て
を
す
る
者
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の
系
譜
を
、
文
学
（
詩
）、
仏
教
と
り
わ
け
禅
、
知
識
人
へ
と
繫
い
で

き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。「
総
説
」
で
は
、
西
洋
哲
学
に
お
け
る
「
神
」

が
前
提
と
さ
れ
な
か
っ
た
伝
統
中
国
に
お
い
て
諸
価
値
に
権
威
を
与
え

た
、
人
の
内
で
並
外
れ
、
コ
ス
モ
ス
と
関
わ
る
「
聖
人
」「
真
人
」、
そ

し
て
社
会
通
念
か
ら
外
れ
た
存
在
で
あ
る
「
狂
者
」
の
儒
仏
道
に
ま
た

が
る
複
雑
な
関
係
を
時
代
ご
と
に
通
観
す
る
。

以
上
三
巻
分
を
概
観
し
た
が
、
期
せ
ず
し
て
か
「
中
国
古
典
」
の
想

像
力
の
中
で
も
と
り
わ
け
超
越
的
で
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
次
元
が
浮
き
彫
り

に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
一
方
で
、
特
別
で
な
い
人
が
置
き
去
り

に
な
っ
て
い
る
観
も
否
め
な
い
。
し
か
し
続
く
第
四
巻
で
は
、
人
の
内

面
に
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
並
ん
で
お
り
、さ
ら
に
第
五
巻
で
は
、「
文
」

の
領
域
の
外
側
を
扱
う
の
で
、
シ
リ
ー
ズ
全
体
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る

の
だ
ろ
う
。

本
シ
リ
ー
ズ
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
従
来
の
「
古
典
」
の
枠
組
み
を

そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
問
い
直
す
試
み
と
い
え
る
。第
二
巻「
余

説
」
で
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
狙
い
を
、「
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
読
者
の
ま
え
に
時
間
と
場
所
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な

い
テ
ク
ス
ト
の
沃
野
が
開
か
れ
る
こ
と
」
に
あ
り
、
そ
れ
は
「﹁
古
典
﹂

の
時
代
や
﹁
中
国
﹂
と
い
う
地
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
」
い
と
も

宣
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、も
う
一
つ
の「
中
国
古
典
」の「
沃

野
」
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
「
古
典
」
の
範
疇
か
ら

は
み
出
る
「
文
」
も
含
み
つ
つ
、
現
代
へ
と
還
流
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
「
豊
饒
さ
」
を
秘
め
た
「
原
野
」
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
古
典
」
の
系
譜
の
問
い
直
し
、
批
評
的
な
再
読
の
運

動
は
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
も
波
及
し
得
る
問
題
提
起
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
評
者
の
専
門
で
あ
る
日
本
文
学
研
究
に
お
い
て
見
ら
れ
る
漢
文
学

の
再
評
価
と
古
典
の
再
構
築
の
現
場
に
お
い
て
も
、
漢
文
学
の
系
譜
や

そ
れ
と
の
向
き
合
い
方
自
体
の
問
い
直
し
を
促
す
は
ず
で
あ
る
。一
方
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
影
で
、
再
び
か
つ
て
の
国
文
学
の
枠
内
へ
と
安
ん
じ

て
い
く
よ
う
な
動
き
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
現
状
を
思
う
時
、
本
シ
リ
ー

ズ
の
意
義
は
一
層
身
に
迫
る
。

無
論
、
こ
の
「
中
国
」
は
、
西
洋
の
眼
差
し
の
中
の
「
中
国
」
に
対

峙
す
る
も
の
と
し
て
の
意
味
も
含
ん
で
い
る
し
、
現
代
中
国
に
お
け
る

「
古
典
」
復
興
の
動
き
と
対
峙
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
古
典
」
か

ら
い
か
に
そ
の
「
豊
饒
さ
」
を
汲
み
取
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

か
。
そ
の
「
豊
饒
さ
」
は
決
し
て
人
を
選
ば
な
い
は
ず
だ
。
も
し
机
上

の
一
冊
を
前
に
、友
人
と
膝
を
交
え
、コ
ー
ヒ
ー
を
啜
り
な
が
ら
、「
時
」

や
「
石
」
や
「
聖
人
」
に
つ
い
て
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
語
り
合
う
な
ら
ば
、

そ
こ
に
「
古
典
」
は
脈
動
し
始
め
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
を
生
む

力
が
本
シ
リ
ー
ズ
に
は
確
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

（
う
の
・
み
ず
き　

東
京
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東
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研
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）


