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中
国
文
学
の
専
門
で
も
な
い
者
が
、
林
敏
潔
さ
ん
の
著
書
『
蕭
紅
評

伝
』
の
書
評
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
に
は
、
訳
が
あ
る
。
昨
年
、
東

南
大
学
で
の
集
中
講
義
の
た
め
に
南
京
に
滞
在
、
現
地
で
南
京
師
範
大

学
で
教
鞭
を
と
る
林
さ
ん
の
知
己
を
得
た
。
著
書
を
た
ま
わ
り
、
旅
の

あ
い
ま
に
読
了
、
お
も
し
ろ
さ
に
引
き
こ
ま
れ
た
。
読
後
感
を
伝
え
る

と
、
で
は
書
評
を
と
頼
ま
れ
、
う
か
つ
に
引
き
受
け
た
が
、
そ
の
後
で

愕
然
と
し
た
。
わ
た
し
は
蕭
紅
の
作
品
を
、
一
点
も
知
ら
な
い
こ
と
に

気
が
つ
い
た
か
ら
だ
。

　

あ
わ
て
て
代
表
作
の
『
呼
蘭
河
の
物
語
（
原
題
：
呼
蘭
河
伝
）』
を
含
む

数
点
を
読
ん
だ
。
読
ん
で
魅
了
さ
れ
た
。
評
伝
を
書
評
す
る
の
に
、
も
と

の
作
家
の
作
品
を
知
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
三
島
由
紀
夫
の

評
伝
を
評
す
る
の
に
、
三
島
の
全
作
品
を
読
了
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
も
し
評
伝
の
作
者
と
同

二
重
写
し
の
中
国
近
代
女
性
の
肖
像上
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じ
だ
け
の
予
備
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
な
ら
、
評
伝
の
評
者
を
得
る
こ

と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
評
伝
は
評
伝
と
し
て
、
完
結
し
た
作
品
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
評
伝
と
は
、
対
象
と
な
っ
た
作
家
に
仮
託
し
て
、

自
ら
を
語
る
迂
遠
な
表
現
の
形
式
で
あ
る
…
と
わ
た
し
は
信
じ
て
き
た
。

だ
か
ら
『
蕭
紅
評
伝
』
は
、
蕭
紅
に
つ
い
て
語
る
以
上
に
、
よ
り
多
く
、

林
敏
潔
と
い
う
書
き
手
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
思
え
ば
、
原

著
を
読
ま
な
く
て
も
す
む
、
と
言
え
ば
よ
い
。
だ
が
、
評
伝
の
魅
力
は
、

書
き
手
へ
の
関
心
に
と
ど
ま
ら
ず
、
書
か
れ
た
作
家
の
魅
力
を
伝
え
る

こ
と
で
、
原
著
へ
と
読
み
手
を
誘
う
力
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
そ

れ
に
成
功
し
て
い
る
。
書
き
手
は
、
自
分
が
魅
了
さ
れ
た
も
の
へ
と
、

読
者
を
誘
う
。
読
者
は
二
重
の
魅
了
を
通
じ
て
、
二
重
写
し
に
な
っ
た
、

中
国
近
現
代
の
女
の
人
生
の
影
絵
を
見
る
思
い
が
す
る
の
だ
。

　

蕭
紅
は
一
九
一
一
年
生
ま
れ
、
わ
ず
か
三
一
歳
で
夭
折
し
た
。
文
壇
で

林
敏
潔
著
／
藤
井
省
三 

林
敏
潔
共
訳

蕭
紅
評
伝

空
青
く
水
清
き
と
こ
ろ
で
眠
り
た
い

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4497219114&bookType=jp
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の
活
躍
は
一
〇
年
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
従
来
「
抗
日
文
学
」
の
分
野
で
評

価
さ
れ
て
き
た
が
、
文
革
終
熄
後
の
改
革
開
放
の
波
の
中
で
再
評
価
の

動
き
が
生
ま
れ
「
蕭
紅
ブ
ー
ム
」
が
起
き
た
。
九
〇
年
代
に
は
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
批
評
の
影
響
を
受
け
て
、「
蕭
紅
ブ
ー
ム
」
が
再
燃
し
た
。
本

書
は
そ
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
が
、
翻
訳
的
な
知
識
と
し
て
の
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
批
評
か
ら
も
距
離
を
置
く
。
本
書
が
よ
り
関
心
を
抱
く
の
は
、

作
品
論
以
上
に
作
家
論
で
あ
る
。

　

事
実
、
蕭
紅
の
三
一
年
の
生
涯
を
描
く
著
者
の
筆
致
は
生
き
生
き
し
て

い
る
。
生
ま
れ
て
間
も
な
く
母
を
喪
い
、
再
婚
し
た
父
と
継
母
と
に
虐
待

さ
れ
て
育
つ
。
進
学
を
求
め
る
が
得
ら
れ
ず
、
親
の
決
め
た
結
婚
に
あ

ら
が
っ
て
家
出
し
て
妊
娠
し
た
後
、
男
に
棄
て
ら
れ
る
。
困
窮
の
中
で
作

家
の
蕭
軍
と
出
会
い
、
結
婚
す
る
が
、
蕭
軍
の
た
び
重
な
る
裏
切
り
に
遭

う
。
そ
の
後
、
再
婚
し
た
相
手
と
の
あ
い
だ
に
も
、
安
ら
ぎ
は
得
ら
れ
な

い
。
蕭
紅
の
育
っ
た
家
も
、
蕭
軍
と
つ
く
っ
た
家
庭
も
、
い
ず
れ
も
中
国

東
北
地
方
の
家
父
長
制
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
蕭
紅
の

父
は
暴
力
を
振
る
い
家
族
を
従
わ
せ
る
「
専
制
君
主
」
で
あ
り
、
夫
の
蕭

軍
も
ま
た
「
男
性
至
上
主
義
の
亭
主
関
白
」、「
東
北
男
児
の
気
風
と
、
愛

情
に
対
す
る
不
誠
実
さ
」［
本
書
一
七
二
］
と
を
併
せ
持
っ
て
い
た
。
蕭
紅

の
二
度
に
わ
た
る
結
婚
の
失
敗
を
、
著
者
は
「
実
は
、
二
人
（
の
夫
）
は

妻
を
求
め
て
い
た
だ
け
で
、
才
女
を
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」

［
本
書
一
二
五
］
と
書
く
。
子
ど
も
時
代
の
彼
女
を
虐
待
し
た
継
母
も
、

家
父
長
制
の
犠
牲
者
で
あ
り
、
ま
た
代
理
人
で
も
あ
っ
た
。「
母
は
父
に

仕
え
る
こ
と
を
終
生
の
職
業
と
し
て
お
り
」
な
が
ら
、
同
時
に
「
抑
圧
側

の
役
割
を
果
た
し
た
」［
本
書
一
六
九
］。
母
の
「
二
重
の
役
割
」
と
は「
被

害
者
で
あ
り
、
ま
た
加
害
者
で
も
あ
る
の
だ
」［
本
書
一
六
九
］。

　

蕭
紅
の
作
品
を
ほ
ぼ
自
伝
的
な
作
品
と
し
て
読
む
林
さ
ん
の
「
評

伝
」
に
は
、
著
者
自
身
の
人
生
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
「
男
性
に
気
に
入
ら
れ
る
た
め
に
、
女
性
は
男
性
の
客
体
と
な
ら
ね

ば
な
ら
ず
、
こ
の
た
め
女
性
は
自
主
権
を
放
棄
し
、
自
由
を
放
棄
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
だ
。
女
性
は
自
由
を
失
う
ほ
ど
に
、
自
ら
の
主
宰
者
た

り
え
な
く
な
る
」［
本
書
一
七
三
］
と
い
っ
た
表
現
に
は
、
思
い
が
け
ず

つ
よ
い
著
者
の
肉
声
が
響
く
感
が
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
代
に
お
け
る
「
妻
」
と
は
、
自
由
を
失
っ
て
夫
に
仕

え
る
無
力
な
存
在
に
な
る
こ
と
と
同
義
だ
っ
た
。

　
「
人
の
意
識
が
な
お
も
伝
統
社
会
文
化
の
束
縛
か
ら
完
全
に
脱
し
て
い

な
い
と
き
に
は
、
い
わ
ゆ
る
覚
醒
も
精
神
的
夭
折
の
促
進
剤
と
な
る
の

だ
。
そ
れ
は
、
男
性
で
あ
ろ
う
と
女
性
で
あ
ろ
う
と
、
社
会
が
す
で
に
改

革
さ
れ
て
も
、
自
ら
の
心
理
に
対
す
る
伝
統
的
因
襲
に
よ
る
束
縛
を
排
除

し
脱
却
す
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」［
本
書
一
九
〇
］。

　

蕭
紅
の
言
葉
を
借
り
て
語
ら
れ
た
こ
の
感
慨
は
、
著
者
自
身
の
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

蕭
紅
晩
年
の
作
、
一
九
四
一
年
の
『
小
城
三
月
』
が
五
・
四
新
文
明



『東方』471 号（2020 年 5 月）　　26

の
息
吹
に
触
れ
な
が
ら
、「
新
文
明
が
女
性
に
送
っ
た
最
初
の
贈
り
物

と
は
新
生
で
は
な
く
、
さ
ら
に
高
次
元
の
困
惑
と
新
た
な
絶
望
で
あ
っ

た
」［
本
書
一
七
八
］
と
、
主
人
公
の
女
性
の
困
惑
と
絶
望
が
描
か
れ

る
。
蕭
紅
の
一
生
を
、
著
者
は
「
女
性
解
放
に
対
す
る
初
期
の
認
識
が

あ
り
、
そ
の
後
は
苦
悶
の
境
地
へ
と
落
ち
込
み
、
最
後
に
は
絶
望
状
態

の
渦
へ
と
導
か
れ
て
」［
本
書
一
八
四
］
い
る
と
ま
と
め
る
。「「
夢
か
ら

覚
め
る
と
行
く
べ
き
道
が
な
い
」、
こ
の
時
代
に
創
ら
れ
た
喪
失
感
を

抱
い
た
「
ノ
ラ
」
と
な
っ
た
」［
本
書
一
八
九
］
と
書
く
著
者
自
身
の
人

生
に
、
読
者
は
踏
み
込
ん
で
み
た
く
な
る
。

　

林
敏
潔
さ
ん
は
一
九
八
七
年
に
日
本
留
学
し
て
以
来
、
二
〇
一
一
年

に
母
国
に
職
を
得
る
ま
で
、
長
く
日
本
の
各
大
学
で
奉
職
し
た
一
種
の

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
（
故
郷
喪
失
者
）
で
あ
る
。
蕭
紅
の
人
生
を
、「
温
か
み

と
愛
を
求
め
」
て
「
常
に
「
逃
走
」
状
態
」［
本
書
一
五
六
］
だ
っ
た
、

と
書
く
と
き
、
著
者
の
人
生
も
ま
た
、
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
に
違
い

な
い
。
そ
う
解
釈
す
る
誘
惑
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
こ
の
評
伝
に

は
、
蕭
紅
へ
の
共
感
と
同
一
化
と
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　

本
書
に
は
、
著
者
に
よ
る
「
蕭
紅
生
誕
一
〇
〇
周
年
に
捧
ぐ
」
序
詩
、

「
世
紀
の
孤
独
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

	「
何
世
紀
も
の
孤
独
を
、／
な
ぜ
あ
な
た
が
引
き
受
け
る
の
か
？
／

（
中
略
）／
何
世
紀
も
の
憤
怒
を
、／
な
ぜ
あ
な
た
が
聞
き
取
る
の

か
？
／（
中
略
）／
私
は
…
／
あ
な
た
が
女
の
た
め
に
つ
く
永と

わ久
の

溜
め
息
を
聞
き
、／
…
あ
な
た
が
目
覚
め
て
失
っ
た
秘
密
を
探
し

出
す
。／（
中
略
）／
あ
て
も
な
く
漂
う
あ
な
た
の
命
の
舟
は
、／
今

も
岸
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
、／（
中
略
）／
あ
な
た
の
彷
徨
え
る

寂
し
き
魂
は
、／
い
つ
帰
郷
を
果
た
せ
る
の
や
ら
。」［
本
書
一
―
三
］

　

久
し
く
異
文
化
に
暮
ら
し
た
者
は
、
自
文
化
に
戻
っ
て
も
、
な
に
が
し

か
異
邦
人
の
ま
ま
だ
。
林
さ
ん
の
「
帰
郷
」
は
果
た
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
あ
と
が
き
」
で
「
長
年
海
外
を
漂
泊
し
て
」［
本
書
二
九
九
］
い
た
、

と
書
く
著
者
は
、
慣
習
に
縛
ら
れ
な
い
「
自
由
」
を
得
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
の
「
自
由
」
の
代
償
を
も
ま
た
し
た
た
か
に
支
払
っ
た
に
違

い
な
い
の
だ
。

　

だ
が
蕭
紅
評
伝
を
、
林
敏
潔
伝
と
し
て
読
む
越
権
は
、
こ
こ
ら
で
控

え
て
お
こ
う
。
本
書
の
魅
力
は
、
力
の
こ
も
っ
た
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
中
国
の
古
典
の
教
養
に
裏
付
け
ら
れ
た
著
者
の
文
体
と
比
喩
の
卓
抜

さ
に
も
あ
る
。
蕭
紅
は
魯
迅
が
高
く
評
価
し
た
同
時
代
の
女
性
作
家
だ
っ

た
。
そ
の
魯
迅
亡
き
後
、
追
悼
の
た
め
に
書
か
れ
た
「
魯
迅
先
生
の
思
い

出
（
原
題
：
回
憶
魯
迅
先
生
）」
を
評
し
て
「
魯
迅
生
前
に
献
げ
ら
れ
た
永
遠

に
枯
れ
な
い
花
輪
」
で
あ
る
と
か
「
情
念
の
赤
い
糸
で
真
珠
の
ご
と
き
題

材
を
つ
な
い
で
明
晰
な
画
を
織
り
上
げ
た
」［
本
書
二
〇
九
―
二
一
〇
］
な
ど

の
表
現
は
、
日
本
人
に
は
書
け
な
い
比
喩
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
原
文
を

読
み
た
く
な
っ
て
、
訳
者
の
藤
井
省
三
さ
ん
の
ご
厚
意
で
入
手
、一
読
、
驚

嘆
し
た
。「
思
い
出
」
と
言
い
な
が
ら
、
過
去
形
の
追
悼
文
で
は
な
く
、
思
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慕
と
敬
愛
に
あ
ふ
れ
た
現
在
進
行
形
の
叙
情
詩
、
魯
迅
と
の
そ
の
時
々
の

場
面
が
手
に
と
る
よ
う
に
現
前
す
る
文
章
の
表
現
力
に
圧
倒
さ
れ
た
。

　

ち
な
み
に
魯
迅
が
評
価
し
た
と
い
う
『
呼
蘭
河
伝
』
は
、
蕭
紅
の
故
郷
、

東
北
地
方
の
小
城
市
を
そ
の
ま
ま
主
人
公
に
し
た
よ
う
な
叙
事
詩
で
あ

り
、
同
時
に
祖
父
の
慈
愛
の
も
と
に
あ
っ
た
子
ど
も
時
代
の
至
福
を
再
現

す
る
叙
情
詩
で
も
あ
る
。
東
北
地
方
の
呼
蘭
河
は
、
酷
寒
の
地
で
あ
る
。

　
　

	

冬
に
は
大
地
が
凍
み
割
れ
、
河
が
凍
結
す
る
。
さ
ら
に
寒
く
な
る

と
、
河
の
氷
が
ビ
ン
ビ
ン
と
裂
け
る
。
冬
は
、
ひ
と
の
耳
た
ぶ
を

も
ぎ
と
る
、
…
ひ
と
の
鼻
の
頭
を
く
ず
す
、
…
ひ
と
の
手
や
足
を

裂
く
［
呼
蘭
河
の
物
語
二
二
四
］。

　

そ
の
地
を
舞
台
に
、
貧
困
と
無
知
、
差
別
と
残
酷
、
暴
力
と
支
配
、

因
襲
と
頑
迷
、
諦
念
と
狡
猾
と
が
、
あ
た
か
も
寓
話
の
よ
う
に
淡
々
と

描
か
れ
る
。
人
は
不
幸
や
不
条
理
を
経
験
し
、
反
抗
も
反
逆
も
せ
ず
、

た
だ
そ
れ
に
耐
え
る
の
み
で
あ
る
。
他
人
の
不
運
や
失
敗
は
、
物
見
高

い
隣
人
た
ち
の
一
時
の
慰
み
も
の
に
な
り
、
そ
し
て
す
ぐ
に
忘
れ
ら
れ

る
。『
阿
Ｑ
正
伝
』
の
作
者
が
評
価
す
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。

　
　

	

か
れ
ら
は
母
親
の
腹
か
ら
出
て
以
来
、
こ
れ
と
い
っ
た
希
望
を

持
っ
た
こ
と
も
な
く
、
腹
い
っ
ぱ
い
食
い
、
暖
か
い
着
物
を
着
る

こ
と
だ
け
し
か
考
え
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
腹
い
っ
ぱ
い
食

う
こ
と
も
、
暖
か
い
着
物
を
着
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
　

逆
境
に
は
、
じ
っ
と
耐
え
て
い
く
だ
け
だ
。

　
　

	

幸
運
に
は
、一
生
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
が
な
い［
呼
蘭
河
の
物
語
二
七
六
］。

　

だ
が
、『
阿
Ｑ
』
と
違
う
の
は
、
女
が
経
験
す
る
不
条
理
が
、
こ
れ

で
も
か
、
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
阿
Ｑ
も
ま
た
、
も
し
女
を
「
モ

ノ
に
す
る
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
抑
圧
者
に
転
じ
る
に
違
い
な
い
。
な

ぜ
な
ら
阿
Ｑ
も
女
を
支
配
す
る
男
の
ひ
と
り
で
あ
り
、「
あ
の
世
で
も

や
は
り
男
尊
女
卑
」
だ
か
ら
。
被
害
者
は
自
分
よ
り
弱
者
に
対
し
て
は

加
害
者
に
な
る
。
そ
し
て
女
が
女
の
虐
待
の
代
理
人
に
な
る
こ
と
も
、

告
発
口
調
を
交
え
る
こ
と
な
し
に
描
か
れ
る
。

　

時
間
を
超
越
し
た
よ
う
な
寓
話
に
、
語
り
手
の
「
私
」
が
叙
情
詩
の

よ
う
に
織
り
込
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
文
体
に
本
書
の
著
者
も
ま
た
影
響

を
受
け
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
く
り
返
す
が
、
評
伝
と

は
、
他
人
の
言
葉
を
借
り
て
自
分
自
身
を
語
る
、
迂
遠
な
表
現
の
形
式

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
中
国
語
を
理
解
し
な
い
私
の
よ
う
な
読
者
に
も
、
原
著
の

文
体
の
味
わ
い
を
伝
え
る
達
意
の
翻
訳
を
届
け
て
く
れ
た
藤
井
さ
ん
の

貢
献
を
、
多
と
し
た
い
。
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