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中
国
の
近
現
代
文
学
の
魅
力
は
い
�
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
�
一

世
紀
の
歴
史
を
有
す
る
そ
の
領
域
は
ど
の
よ
う
に
広
が
り
�
ど
の
よ

う
な
豊
か
さ
を
持
�
て
い
る
の
か
�
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま

れ
�
ど
の
よ
う
に
展
開
し
�
今
�
ど
の
よ
う
な
様
相
を
示
し
て
い
る

の
か
�
現
在
�
そ
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
た
ち
は
何
を
問
題

に
し
て
い
る
の
か
�
こ
の
よ
う
な
盛
り
だ
く
さ
ん
の
目
的
を
一
冊
に

込
め
る
た
め
に
知
恵
を
し
ぼ
�
て
な
さ
れ
た
共
同
作
業
の
結
果
が
こ

こ
に
あ
る
�

　

本
書
は
�
書
名
に
�
○
○
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
�
を
掲
げ
る
シ

リ
�
ズ
の
一
冊
で
�
入
門
者
へ
の
指
南
書
を
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る

が
�
内
容
は
む
し
ろ
こ
の
分
野
の
研
究
者
に
む
け
た
刺
激
に
富
む
問

題
提
起
の
書
と
な
�
て
い
る
�
執
筆
者
は
�
い
ず
れ
も
�
中
国
文
芸

研
究
会
�
の
メ
ン
バ
�
で
あ
る
�
こ
う
し
た
共
同
作
業
と
し
て
は
�

す
で
に
同
会
編
の
�
原
典
で
読
む　

図
説　

中
国
２
０
世
紀
文
学　

解
説
と
資
料
�
�
一
九
九
五
年
�
白
帝
社
�
が
あ
り
�
代
表
的
作
品

の
原
文
に
触
れ
な
が
ら
全
体
を
俯
瞰
で
き
る
と
い
う
工
夫
を
こ
ら
し

た
テ
キ
ス
ト
と
な
�
て
い
る
�
本
書
も
文
学
史
的
に
俯
瞰
し
よ
う
と

い
う
問
題
意
識
を
引
き
継
い
で
い
る
が
�
さ
す
が
に
こ
の
間
約
十
年

の
執
筆
者
た
ち
の
問
題
意
識
は
多
様
に
深
化
し
て
お
り
�
二
〇
世
紀

の
中
国
の
文
学
実
践
を
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
執
筆
者
た
ち
の
意
気

込
み
が
感
じ
ら
れ
る
�
よ
り
広
い
範
囲
の
読
者
に
読
ん
で
欲
し
い
一

冊
で
あ
る
�

　

中
国
の
近
現
代
文
学
史
の
執
筆
は
�
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
�

▼

一

▲

大
学
の
授
業
に
�
中
国
新
文
学
史
�
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
始

ま
�
た
�
そ
の
た
め
時
期
区
分
や
取
り
上
げ
る
対
象
�
ま
た
そ
の
評

価
に
つ
い
て
な
ど
�
規
範
性
の
強
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
き
た
�

　

だ
か
ら
�
八
〇
年
代
以
降
�
中
国
の
知
識
界
で
�
反
思
�
が
進
む

な
か
�
過
去
の
文
学
史
の
枠
組
み
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
動
き
が
活

発
に
な
�
た
�
革
命
史
と
重
な
�
て
い
た
時
代
区
分
の
見
直
し
を
は

じ
め
と
し
て
�
無
視
な
い
し
否
定
さ
れ
て
き
た
作
家
や
流
派
及
び

ジ
�
ン
ル
の
見
直
し
な
ど
が
進
み
�
文
学
史
の
書
き
換
え
と
い
う
問

題
意
識
も
高
ま
�
た
�
八
五
年
に
黄
子
平
・
陳
平
原
・
銭
理
群
に

よ
�
て
提
案
さ
れ
た
�
二
〇
世
紀
中
国
文
学
�
の
概
念
も
�
前
世
紀

末
に
始
ま
る
世
界
文
学
へ
の
編
入
過
程
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い

う
�
新
た
な
試
み
の
代
表
的
な
一
つ
で
あ
�
た
�
本
書
の
表
題
の

�
中
国
二
〇
世
紀
文
学
�
と
い
う
く
く
り
も
�
中
国
の
研
究
の
新
し
い

動
向
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
�

ク
リ
�
ク
す
る
と
次
の
段
に
ジ
�
ン
プ
し
ま
す
�

宇
野
木
洋
・
松
浦
恆
雄
編

�
中
国
二
〇
世
紀
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
�

四
六
判
・
三
六
〇
頁
・
世
界
思
想
社
・
二
�
六
〇
〇
円
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日
本
を
含
め
�
こ
の
二
十
年
間
に
中
国
近
現
代
文
学
研
究
は
多
様

に
深
化
し
た
�
未
開
拓
だ
�
た
研
究
領
域
が
次
々
に
発
見
乃
至
は
拡

大
さ
れ
て
い
�
た
�
そ
れ
と
と
も
に
�
文
学
研
究
の
意
味
が
見
直
さ

れ
�
新
た
な
研
究
方
法
も
次
々
に
採
用
さ
れ
た
�
そ
れ
ば
か
り
か
�

現
実
の
中
国
の
文
学
実
践
そ
れ
自
体
も
変
化
し
�
そ
の
主
た
る
担
い

手
で
あ
�
た
知
識
人
の
自
己
認
識
も
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
�
こ

の
こ
と
か
ら
�
旧
来
の
文
学
史
の
叙
述
方
法
の
無
力
化
が
認
識
さ
れ

つ
つ
あ
る
�

　

本
書
は
�
こ
れ
ら
の
変
化
に
対
応
し
て
�
そ
の
課
題
に
応
え
る
た

め
に
�
新
し
い
叙
述
の
方
法
を
試
み
た
も
の
と
い
え
る
�

　

目
次
と
執
筆
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
�

　

ま
え
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
野
木
洋

�
パ
�
ト
１
�

　

コ
ン
パ
ク
ト
・
中
国
二
〇
世
紀
文
学
史　
　
　
　
　
　

宇
野
木
洋

�
パ
�
ト
２
�

二
〇
世
紀
前
半
の
理
論
と
制
度

　

制
度
と
し
て
の
近
現
代
文
学　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絹
川
浩
敏

二
〇
世
紀
後
半
の
理
論
と
制
度

　

�
統
治
�
の
枠
組
か
ら
文
化
�
解
読
�
へ
向
け
た
模
索
の
営
為
へ

　

―
―

対
抗
軸
と
し
て
の
政
治
・
欧
米
理
論
・
コ
マ
�
シ
�
リ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
野
木
洋

二
〇
世
紀
前
半
の
詩

　

現
代
詩
の
生
成―

―

詩
律
の
変
遷
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム　
　
　

是
永
駿

二
〇
世
紀
後
半
の
詩

　

詩
の
復
権―

―

中
国
現
代
詩
の
沃
野　
　
　
　
　
　
　
　

是
永
駿

二
〇
世
紀
前
半
の
小
説

　
〝
救
国
〞
と
〝
通
俗
〞
の
相
克　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

坂
口
直
樹

二
〇
世
紀
後
半
の
小
説

　

�
書
く
�
こ
と
の
意
味―

―

二
〇
世
紀
後
半
の
中
国
小
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
泉
秀
人

二
〇
世
紀
の
演
劇

　

二
〇
世
紀
の
京
劇
と
梅
蘭
芳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
浦
恆
雄

�
パ
�
ト
３
�

　

古
典
か
ら
二
〇
世
紀
へ―

―

詩
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

筧
文
生

　

上
海
の
�
京
劇
�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

藤
野
真
子

　

日
本
占
領
下
の
文
学
状
況―

―

�
満
洲
国
�
の
文
学
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
英
樹

　

日
本
占
領
下
の
文
学
状
況―

―

上
海　
　
　
　
　
　
　
　

梁
有
紀

　

�
中
国
二
〇
世
紀
文
学
�
に
と
�
て
�
台
湾
の
文
学
�
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星
名
宏
修

　

エ
ミ
グ
ラ
ン
ト
文
学　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
永
駿

　

Ｖ
Ｃ
Ｄ
に
よ
る
中
国
映
画
分
析
の
新
た
な
可
能
性　
　
　

好
並
晶

　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
浦
恆
雄

　

読
書
案
内

　

年
表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
康
予

　

索
引

　

執
筆
者
紹
介

　

�
パ
�
ト
１
�
で
は
�
ウ
�
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
か
ら
現
在
ま

で
�
政
治
的
基
準
に
よ
る
時
期
区
分
を
と
ら
ず
�
一
世
紀
を
四
半
世

紀
ご
と
に
区
切
�
て
�
簡
潔
に
通
観
す
る
�
全
体
は
通
説
を
踏
ま
え

た
周
到
な
叙
述
な
が
ら
�
第
四
四
半
世
紀
の
部
分
は
�
欧
米
文
学
理

論
の
受
容
と
変
容
や
�
文
芸
の
市
場
化
�
に
よ
る
文
学
界
の
活
性
化

と
�
純
文
学
の
危
機
�
な
ど
�
複
雑
な
今
日
の
問
題
を
的
確
に
示
し
�

従
来
特
殊
な
も
の
と
見
ら
れ
が
ち
だ
�
た
中
国
文
学
の
�
グ
ロ
�
バ

リ
ゼ
�
シ
�
ン
へ
向
け
て
の
第
一
歩
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ

る
�

▼

二

▲
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�
パ
�
ト
２
�
は
本
書
の
特
色
の
も
�
と
も
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
�
�
理
論
と
制
度
�
�
詩
�
�
小
説
�
�
演
劇
�
の
各
分
野
ご
と
に
�

二
〇
世
紀
を
前
半
と
後
半
と
に
分
け
�
演
劇
は
分
期
せ
ず
��
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
を
貫
く
特
徴
を
�
執
筆
者
独
自
の
研
究
視
角
を
通
し
て
�

つ
ま
り
�
各
執
筆
者
が
�
そ
の
時
期
そ
の
領
域
が
直
面
し
内
包
せ
ざ

る
を
得
な
か
�
た
と
認
識
す
る
問
題
を
中
心
に
叙
述
す
る
の
で
あ

る
�
い
ず
れ
も
研
究
視
角
が
際
立
�
た
論
文
と
な
�
て
い
て
�
読
み

ご
た
え
が
あ
り
大
い
に
刺
激
さ
れ
る
�

　

�
制
度
と
し
て
の
近
現
代
文
学
�
は
�
二
〇
世
紀
前
半
に
近
現
代
文

学
が
成
立
し
て
い
く
過
程
を
�
主
に
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
条
件
の

整
備
に
注
目
し
�
出
版
史
の
研
究
な
ど
最
新
の
研
究
を
踏
ま
え
て
跡

付
け
る
�
科
挙
の
廃
止
�
資
本
主
義
経
済
と
ジ
�
�
ナ
リ
ズ
ム
の
発

展
�
そ
れ
に
よ
る
知
識
人
の
立
脚
点
の
変
化
�
国
語
運
動
の
発
展
�

そ
れ
ら
を
押
さ
え
た
上
で
�
教
科
書
か
ら
出
発
し
た
出
版
社
が
雑
誌

の
発
行
に
力
を
得
�
さ
ら
に
文
学
雑
誌
の
発
行
に
力
を
注
い
で
い
く

過
程
と
�
そ
の
中
で
の
出
版
側
と
作
家
の
力
関
係
の
変
化
や
出
版
側

自
体
の
変
化
を
跡
付
け
�
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
は
��
近
代
的
な
制

度
と
し
て
�
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
自
立
可
能
な
文
学
�
が
生
み
出
さ
れ

る
ま
で
に
至
�
た
�
と
す
る
�
従
来
�
啓
蒙
運
動
を
中
心
に
論
じ
ら

れ
て
き
た
部
分
だ
け
に
新
鮮
な
切
り
口
と
い
え
る
��
制
度
と
し
て

の
近
現
代
文
学
�
と
い
う
用
語
は
�
今
後
定
着
す
る
だ
ろ
う
か
�

　

��
統
治
�
の
枠
組
か
ら
文
化
�
解
読
�
へ
向
け
た
模
索
の
営
為
へ
�

は
�
毛
沢
東
の
�
文
芸
講
話
�
が
統
治
の
枠
組
み
と
し
て
強
力
に
働

い
た
時
期
�
文
革
後
の
�
文
学
観
念
�
変
革
の
時
期
�
�
六
四
・
天

安
門
事
件
�
後
の
�
文
学
商
品
化
�
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
起
こ
り
文

学
理
論
が
周
辺
化
し
て
い
く
時
期
の
三
時
期
に
分
け
�
そ
れ
ぞ
れ
の

時
期
に
お
け
る
�
文
学
の
対
抗
軸
�
を
鮮
明
に
し
�
そ
れ
を
め
ぐ
る

文
学
理
論
の
様
相
を
解
読
す
る
��
対
抗
軸
�
が
示
さ
れ
る
こ
と
に

よ
�
て
�
時
期
ご
と
に
文
学
理
論
の
も
つ
意
味
あ
る
い
は
位
置
が
大

き
く
変
わ
る
様
子
が
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
あ
が
る
�

　

�
現
代
詩
の
生
成
�
は
�
古
典
詩
か
ら
新
体
詩
へ
の
転
換
�
自
由

詩
の
詩
律
と
現
代
格
律
詩
に
つ
い
て
�
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
受
容
に
つ
い
て
述
べ
る
��
詩
の
復
権
�
は
�
雑

誌
�
今
天
�
の
詩
人
を
と
り
あ
げ
�
文
革
中
に
育
ま
れ
た
�
清
新
な

感
性
�
と
強
靭
な
精
神
を
持
つ
詩
人
た
ち
に
よ
る
詩
の
復
権
を
告
げ

る
�
さ
ら
に
大
陸
が
言
論
統
治
の
抑
圧
下
に
あ
�
た
と
き
目
覚
し
い

発
展
を
と
げ
た
台
湾
の
詩
と
��
六
四
�
以
後
海
外
に
出
た
詩
人
�
エ

ミ
グ
ラ
ン
ト
�
と
大
陸
で
模
索
を
続
け
る
詩
人
を
�
二
〇
世
紀
文
学

に
普
遍
的
な
命
題
で
あ
る
現
代
性
�
モ
ダ
ニ
テ
�
�
と
い
う
視
角
で

展
望
す
る
�
執
筆
者
の
確
固
と
し
た
詩
観
に
基
づ
い
た
取
捨
が
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
�

　

�〝
救
国
〞
と
〝
通
俗
〞
の
相
克
�
は
�
魯
迅
の
�
狂
人
日
記
�
か

ら
李
広
田
の
�
引
力
�
ま
で
の
八
篇
の
小
説
を
紹
介
分
析
す
る
��
啓

蒙
�
と
�
救
国
�
の
二
重
変
奏
の
説
を
下
敷
き
に
�
�
通
俗
�
あ
る

い
は
�
通
俗
性
�
と
い
う
点
を
意
識
し
て
�
�
新
文
学
�
か
ら
三
〇

年
代
長
編
小
説
�
抗
戦
期
の
小
説
ま
で
を
概
観
す
る
新
し
い
試
み
で

あ
る
��
通
俗
小
説
�
の
再
評
価
や
現
在
の
�
文
芸
の
市
場
経
済
化
�

を
踏
ま
え
て
�
新
た
な
視
角
を
導
入
し
た
と
い
え
よ
う
�
執
筆
者
の

主
張
が
十
分
な
説
得
力
を
持
�
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
は
い
え

な
い
が
�
雅
と
俗
�
西
と
中
を
座
標
軸
に
�
�
新
文
学
�
の
基
本
構

造
を
論
じ
る
尾
崎
文
昭
の
説
��
中
国
近
現
代
文
学
の
基
本
構
造
と

そ
の
終
焉
に
つ
い
て
の
試
論
�
�
ア
ジ
ア
学
の
将
来
像
�
二
〇
〇
三

年
�
東
京
大
学
出
版
会
�
な
ど
と
問
題
意
識
に
お
い
て
通
底
す
る
と

こ
ろ
が
あ
り
�
今
後
の
議
論
が
楽
し
み
で
あ
る
�

　

��
書
く
�
こ
と
の
意
味
�
は
�
阿
城
�
洪
然
�
鄭
義
�
汪
曾
祺
�

沈
従
文
を
取
り
上
げ
�
二
〇
世
紀
中
国
の
作
家
に
と
�
て
�
書
く
�

こ
と
が
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
問
題
に
す
る
��
孩
子
王
�
の
少
年

�
王
福
�
の
作
文
を
��
言
葉
�
を
持
た
ぬ
存
在
で
あ
る
父
親
の
�
代

▼

三

▲
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弁
�
と
し
�
�
書
く
�
と
い
う
行
為
と
そ
れ
に
よ
�
て
描
か
れ
た
対

象
と
の
間
に
あ
る
き
わ
め
て
幸
福
な
関
係
性
を
示
し
�
そ
れ
と
対
照

的
な
�
不
幸
な
代
弁
人
�
と
し
て
の
知
識
人
を
措
定
す
る
�
洪
然
�

鄭
義
を
�
そ
れ
ぞ
れ
�
農
民
の
代
弁
者
���
歴
史
の
代
弁
者
�
と
分

析
し
な
が
ら
��
書
く
�
と
い
う
行
為
に
対
す
る
態
度
に
あ
る
共
通
性

を
も
見
逃
さ
な
い
�
汪
曾
祺
の
小
説
観
�
沈
従
文
の
�
書
か
な
い
こ

と
の
意
味
�
を
含
め
�
執
筆
者
の
思
索
に
つ
い
引
き
込
ま
れ
る
�

　

�
二
〇
世
紀
の
京
劇
と
梅
蘭
芳
�
は
�
梅
蘭
芳
が
な
ぜ
絶
大
な
影
響

力
を
持
ち
う
る
役
者
に
な
り
え
た
の
か
�
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
こ
と
を
通
し
て
二
〇
世
紀
の
中
国
演
劇
の
特
徴
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
い
う
意
欲
作
で
あ
る
�
女
性
の
社
会
的
進
出
を
京
劇
の
発

展
史
の
中
に
位
置
づ
け
た
部
分
�
梅
蘭
芳
の
成
功
の
理
由
を
位
置
づ

け
た
部
分
�
代
表
作
�
貴
妃
酔
酒
�
に
つ
い
て
�
梅
蘭
芳
の
楊
貴
妃

像
の
変
遷
を
通
し
て
民
国
初
期
か
ら
建
国
後
に
至
る
京
劇
界
の
意
識

の
変
化
が
た
ど
ら
れ
る
部
分
は
�
分
析
が
具
体
的
で
極
め
て
説
得
的

で
あ
る
�
五
四
知
識
人
の
伝
統
文
化
へ
の
態
度
や
権
力
の
演
劇
利
用

の
問
題
な
ど
に
も
目
が
配
ら
れ
�
本
書
の
狙
い
が
十
分
に
生
か
さ
れ

た
大
作
で
あ
る
�

　

す
で
に
紙
幅
も
尽
き
て
し
ま
い
�
詳
し
く
は
紹
介
で
き
な
い
が
�

�
パ
�
ト
３
�
で
は
�
目
次
に
あ
る
よ
う
に
�
新
た
に
開
拓
さ
れ
た

研
究
領
域
や
欠
落
し
て
い
た
研
究
領
域
に
つ
い
て
�
パ
イ
オ
ニ
ア
的

役
割
を
果
た
し
て
き
た
執
筆
者
た
ち
の
啓
発
的
文
章
が
並
ぶ
��
日

本
占
領
下
の
文
学
状
況
�
な
ど
は
�
す
で
に
す
ぐ
れ
た
成
果
が
上

が
�
て
お
り
��
パ
�
ト
２
�
に
一
分
野
と
し
て
柱
が
立
て
ら
れ
て
し

か
る
べ
き
と
も
思
わ
れ
る
�
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
さ
ら

に
視
野
を
広
げ
る
こ
と
の
提
起
と
な
�
て
い
て
�
こ
う
し
た
呼
び
か

け
に
応
え
て
い
�
そ
う
の
関
心
が
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
�
な

お
�
関
連
事
項
を
網
羅
し
た
詳
細
な
年
表
�
一
七
一
一―

―

二
〇
〇

〇
�
と
索
引
�
読
書
案
内
が
付
い
て
い
て
た
い
へ
ん
親
切
な
構
成
と
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な
�
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
�

　

以
上
�
広
が
る
研
究
領
域
と
多
様
化
す
る
研
究
方
法
へ
の
積
極
的

対
応
と
意
欲
的
取
り
組
み
に
大
い
に
敬
服
し
た
点
を
述
べ
て
き
た
�

最
後
に
一
つ
�
こ
う
し
た
新
し
い
取
り
組
み
と
裏
腹
の
関
係
と
し
て

必
然
的
に
生
じ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
�
中
国
の
現
代
文
学
が
戦

後
の
日
本
の
読
者
を
引
き
付
け
て
き
た
魅
力
の
中
心
と
も
言
う
べ
き

も
の
が
�
あ
ま
り
に
も
後
景
に
退
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す

る
�
こ
の
点
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
の
は
�
私
の
�
落
后
�
の
せ

い
だ
ろ
う
か
�
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