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中
国
研
究
集
刊 

號
号
（
総
五
十
六
号
）
平
成
二
十
五
年
六
月　

一
六
七
︱
一
七
九
頁

『
紅
楼
夢
』
脂
硯
斎
批
評
語
「
囫
圇
語
」
小
考

栗
原
順
子

序
言

　
『
紅
楼
夢
』
研
究
（
以
下
、
紅
学
）
の
内
、
修
辞
学
や
文
体
研

究
等
の
分
野
で
は
本
文
表
現
の
曖
昧
性
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、

そ
の
文
学
的
効
果
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
模
糊
言
語
の

一
つ
と
し
て
い
る（

注
1
）。

中
で
も
会
話
文
に
於
け
る
模
糊
言
語
は

特
に
囫
圇
語
と
称
さ
れ
る
。「
囫
圇
」
は
『
紅
楼
夢
』
本
文
に
付

け
ら
れ
た
初
期
の
注
・
脂
硯
斎
批
評
語
（
以
下
、
脂
評
）
に
見
え

る
語
で
あ
る
。
本
来
は
「
は
っ
き
り
し
な
い
。
漠
然
と
。
総
括
し

て
。」
と
い
う
意
味
で
、
脂
評
で
は
「
訳
の
分
か
ら
な
い
。
理
解

し
難
い
。」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
囫
圇
語
は
紅

学
で
は
模
糊
言
語
の
一
種
、
会
話
文
に
於
い
て
は
同
義
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
本
文
の
模
糊
言
語
と
脂
評
の
囫
圇
語
に
は
関

連
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
紅
学
で
は
本
文
と
評
語
を
分

け
て
論
ず
る
事
が
多
く
、
従
来
の
研
究
で
は
模
糊
言
語
の
本
文
に

於
け
る
芸
術
性
を
論
じ
る
も
の（

注
2
）や

脂
評
に
於
け
る
囫
圇
語
の

解
釈
に
注
目
し
た
も
の（

注
3
）が

中
心
で
、
本
文
と
脂
評
を
関
連
づ

け
て
模
糊
言
語
を
考
察
す
る
も
の
は
少
な
い
。
本
文
の
研
究
で
は

賈
宝
玉
と
林
黛
玉
二
人
の
関
係
に
終
始
し
、
他
の
人
物
へ
の
言
及

に
欠
け
る
。
又
、
脂
評
の
研
究
で
は
「
囫
圇
」
と
評
さ
れ
て
い
る

本
文
の
模
糊
言
語
が
人
物
形
象
塑
像
の
面
で
個
性
化
と
い
う
効
果

を
挙
げ
て
い
る
事
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
本
文
に
模

糊
言
語
が
存
在
す
る
要
因
や
、
人
物
形
象
塑
像
効
果
に
対
す
る
作

者
の
意
図
の
有
無
に
は
触
れ
て
い
な
い（

注
4
）。

本
稿
で
は
脂
評
で

「
囫
圇
」
と
評
さ
れ
る
本
文
を
発
生
状
況
毎
に
分
類
し
て
考
察
し
、

本
文
と
脂
評
を
関
連
づ
け
て
分
析
す
る
事
で
、『
紅
楼
夢
』
に
囫

圇
語
を
含
め
た
模
糊
言
語
が
存
在
す
る
要
因
と
文
学
的
効
果
を
指
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摘
し
、
作
者
の
意
図
に
関
し
て
も
言
及
し
た
い
。

一　
『
紅
楼
夢
』
の
直
接
交
際
語
と
間
接
交
際
語

　

中
国
古
典
章
回
小
説
の
多
く
は
、
話
本
と
呼
ば
れ
る
講
談
の
種

本
や
台
本
の
形
式
を
継
承
し
て
お
り
、
物
語
展
開
と
は
別
に
、
作

者
が
作
品
の
叙
述
文
中
に
出
現
し
、
講
談
師
風
に
物
語
や
登
場
人

物
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
た
り
、
読
者
へ
訴
え
か
け
た
り
す
る
語

や
韻
文
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
直
接
交
際
語
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ

に
対
す
る
間
接
交
際
語
は
登
場
人
物
同
士
の
交
流
に
よ
っ
て
読
者

に
情
報
を
伝
達
す
る
も
の
で
、
会
話
文
や
独
白
、
心
中
独
白
を
指

す（
注
5
）。

　
『
紅
楼
夢
』
に
於
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
見
る
と
、
直
接
交

際
語
と
な
る
作
者
の
介
入
は
極
め
て
少
な
い
。
全
百
二
十
回
中
の

冒
頭
部
か
ら
前
半
部
に
か
け
て
は
、
講
談
師
に
代
わ
る
存
在
と
し

て
「
石
兄
」
が
本
文
に
度
々
登
場
す
る
。『
紅
楼
夢
』
は
別
名
を

『
石
頭
記
』
と
も
言
い
、
通
霊
宝
玉
と
い
う
石
に
刻
ま
れ
た
石
自

ら
の
見
聞
録
で
あ
る
と
い
う
設
定
だ
。
だ
が
、
石
が
物
語
を
創
作

出
来
る
筈
も
な
く
、
執
筆
し
て
い
る
の
は
勿
論
、
人
間
の
作
者
・

曹
雪
芹
で
あ
り
、
作
者
が
「
石
兄
」
と
し
て
物
語
に
登
場
し
て
い

る
事
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
回
を
追
う
毎
に
見
ら
れ
な
く
な

る
。
そ
れ
に
は
『
紅
楼
夢
』
に
は
直
接
交
際
語
介
入
に
代
わ
る
評

語
の
存
在
が
あ
る
事
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
章
回
小
説

に
は
評
語
が
付
け
ら
れ
て
い
る
版
が
あ
る
。
各
回
の
前
後
や
本
文

紙
面
の
余
白
、
行
の
隙
間
等
に
作
者
と
は
別
の
人
物
が
書
き
込
み

を
し
て
い
る
の
だ
。
評
語
の
内
容
は
多
岐
に
渡
り
、
登
場
人
物
や

地
名
の
紹
介
か
ら
物
語
の
感
想
ま
で
様
々
で
あ
る
。
一
般
に
こ
れ

ら
の
評
語
は
後
世
の
人
物
に
よ
る
も
の
で
、
幾
種
類
も
あ
る
。
読

者
は
既
知
の
物
語
で
あ
っ
て
も
評
語
が
付
い
た
版
を
読
む
事
で
再

び
物
語
を
楽
し
ん
だ
り
、
批
評
者
の
解
説
や
意
見
に
よ
っ
て
更
に

深
く
物
語
を
理
解
し
た
り
す
る
。『
紅
楼
夢
』
に
も
こ
う
し
た
評

語
が
付
け
ら
れ
て
い
る
版
が
あ
る
が
、
他
の
章
回
小
説
と
異
な
る

の
は
、
そ
の
評
語
が
作
者
の
執
筆
と
同
時
に
付
け
ら
れ
た
事
だ
。

こ
の
評
語
は
刊
行
本
以
降
に
付
け
ら
れ
た
後
世
の
評
語
と
区
別
し

て
脂
硯
斎
批
評
語
と
呼
ば
れ
る
。
作
者
の
執
筆
と
同
時
期
に
評
語

を
施
し
た
人
物
は
複
数
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
最
も
数
多
く

の
評
語
を
残
し
た
の
が
脂
硯
斎
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
あ
る（

注
6
）。

そ
の
号
か
ら
初
期
に
付
け
ら
れ
た
評
語
を
纏
め
て
こ
の
様
に
称
す

る
。
こ
れ
ら
批
評
者
は
未
だ
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
評
語
に
は

作
者
の
実
家
・
曹
家
の
歴
史
に
関
わ
る
内
容
も
あ
り
、
作
者
と
密

接
な
関
係
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
事
は
確
か
だ
。
彼
ら
は
作
者
が

執
筆
す
る
傍
ら
で
評
語
を
付
け
て
い
る
。『
紅
楼
夢
』
の
作
者
は

批
評
者
が
何
を
自
分
の
作
品
に
書
き
込
ん
だ
の
か
認
識
し
て
お

り
、
評
語
の
問
に
答
え
た
り
、
評
語
に
よ
っ
て
本
文
を
変
更
し
た
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り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
批
評
者
の
脇
で
執
筆
し
て
い
た
作
者

は
、
他
の
章
回
小
説
で
作
者
が
直
接
交
際
語
と
し
て
本
文
に
登
場

し
て
述
べ
て
い
た
言
葉
を
、
批
評
者
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
脂
評
は
単
に
批
評
者
の
意
見
で
は
な
く
、
作
者
の
意
見
も
反
映

し
て
い
る
の
だ
。

　

一
方
、『
紅
楼
夢
』
の
間
接
交
際
語
と
な
る
登
場
人
物
の
会
話

文
に
は
、
前
述
の
様
に
模
糊
言
語
が
多
く
見
ら
れ
る
。
会
話
文
は

直
接
交
際
語
に
比
べ
て
間
接
的
で
あ
る
が
故
に
、
本
来
は
よ
り
分

か
り
や
す
く
読
者
に
情
報
が
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
、
読
者
は
そ
こ

か
ら
人
物
の
身
分
や
性
格
と
い
っ
た
人
物
形
象
塑
像
的
な
要
素
や

物
語
に
於
け
る
役
割
や
状
況
と
い
っ
た
物
語
展
開
上
の
要
素
、
或

い
は
人
間
関
係
と
い
っ
た
様
々
な
情
報
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、『
紅
楼
夢
』
の
会
話
文
に
は
時
に
こ
う
し
た
情
報
が
一
読

し
た
だ
け
で
は
明
確
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
箇
所
が
幾
つ
も
存
在
す

る
。
そ
れ
を
脂
評
で
「
囫
圇
」
と
評
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
作

者
の
文
章
表
現
力
を
批
判
す
る
語
で
は
な
い
。
脂
評
は
「
妙
」
と

い
う
賞
賛
を
意
味
す
る
評
語
も
同
時
に
付
け
て
い
る
。
文
学
作
品

に
於
い
て
作
者
が
敢
え
て
模
糊
言
語
を
使
用
し
、
曖
昧
な
表
現
を

創
造
す
る
事
で
文
学
的
効
果
を
得
る
手
法
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
所

で
あ
り（

注
7
）、『

紅
楼
夢
』
本
文
に
見
え
る
模
糊
言
語
も
単
に
曖

昧
な
語
を
指
す
の
で
は
な
い
。
語
順
や
語
彙
選
択
の
過
ち
と
い
っ

た
発
話
者
の
言
語
駆
使
能
力
の
欠
乏
に
よ
っ
て
表
現
能
力
が
低
下

し
た
表
現
は
模
糊
言
語
に
は
入
ら
な
い
。
何
ら
か
の
目
的
で
故
意

に
言
語
を
操
作
し
、
曖
昧
な
表
現
を
作
り
出
し
た
も
の
を
言
う
の

だ（
注
8
）。二　

『
紅
楼
夢
』
本
文
の
模
糊
言
語
と
脂
評
の
囫
圇
語

　

脂
評
に
「
囫
圇
」
或
い
は
そ
れ
と
類
似
す
る
「
不
解
」「
難
解
」

の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
評
語
、
及
び
関
連
す
る
評
語
が
使
用

さ
れ
て
い
る
会
話
場
面
を
、
発
生
状
況
ご
と
に
挙
げ
て
考
察
す

る
。
発
生
状
況
は
以
下
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る（

注
9
）。

（
一
）
混
乱
し
て
い
る
場
面

　

混
乱
し
て
い
る
場
面
で
人
が
発
す
る
言
葉
が
明
確
で
な
い
事
は

多
々
あ
る
。『
紅
楼
夢
』
で
も
予
想
外
の
事
態
の
発
生
や
興
奮
の

あ
ま
り
登
場
人
物
が
心
理
的
に
混
乱
し
、「
囫
圇
」
と
評
さ
れ
て

い
る
箇
所
が
あ
る
。

①【
本
文
】
宝
玉
跥
脚
道
：『
還
不
快
跑
！
』［
十
九
］（

注
10
）（

宝

玉
は
足
ず
り
し
な
が
ら
、「
何
を
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
る
ん
だ
！
」
と

い
う
と
、）

　
【
評
語
】
此
等
捜
神
奪
魄
，
至
神
至
妙
処
，
只
在
囫
圇
不
解
中

得
。（
こ
う
し
た
魂
を
奪
わ
れ
る
様
な
場
面
で
の
神
業
と
も
言
え

る
表
現
は
、
囫
圇
不
解
に
し
て
こ
そ
得
ら
れ
る
も
の
だ
。）
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②【
本
文
】
宝
玉
道
：『

…
…
可
見
他
白
認
得
你
了
。
可
憐
！
可

憐
！
』［
十
九
］（「
…
…
か
わ
い
そ
う
に
、
あ
の
子
は
お
ま
え
の

浮
気
の
相
手
に
さ
れ
た
っ
て
わ
け
だ
ね
。
…
…
」）

　
【
評
語
】
又
写
宝
玉
之
発
言
生
性
，
件
件
令
人
可
笑
。
不
独
於

世
上
親
見
這
様
的
人
不
曾
，
即
閲
今
古
所
有
之
小
説
奇
伝
中
，
亦

未
見
這
様
的
文
字
。
於
顰
児
処
更
為
甚
。
其
囫
圇
不
解
之
中
実
可

解
，
可
解
之
中
又
説
不
出
理
路
。
…
…
余
閲
《
石
頭
記
》
中
至
奇

妙
之
文
，
全
在
宝
玉
顰
児
至
癡
至
呆
囫
圇
不
解
之
語
中
，
其
詩
詞

雅
謎
酒
令
，
奇
衣
奇
食
奇
玩
等
類
，
固
他
書
中
未
能
…
…
。（
宝

玉
の
言
動
で
又
そ
の
性
格
を
描
く
と
は
、
毎
回
人
を
喜
ば
せ
る
。

世
間
で
こ
の
様
な
の
を
見
た
者
が
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
古
今
の

小
説
に
も
こ
う
し
た
文
は
見
た
事
が
な
い
。
林
黛
玉
に
関
し
て
は

特
に
そ
う
だ
。
そ
の
囫
圇
不
解
の
中
に
実
は
解
が
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
解
の
中
で
は
筋
道
を
言
い
表
せ
な
い
。
…
…
私
が
『
石
頭

記
』
の
絶
妙
な
文
に
至
る
と
、
全
て
が
賈
宝
玉
と
林
黛
玉
の
馬
鹿

げ
た
愚
か
な
囫
圇
不
解
な
語
の
場
面
で
あ
り
、
そ
の
詩
や
ら
謎
や

ら
酒
令
や
ら
、
変
わ
っ
た
衣
食
や
遊
び
等
の
類
は
、
他
の
書
で
は

見
る
事
が
出
来
な
い
…
…
。）

　

①
②
共
に
賈
宝
玉
が
下
僕
・
茗
煙
と
侍
女
・
卍
児
の
密
会
現
場

を
押
さ
え
た
場
面
。
慌
て
て
逃
げ
る
卍
児
に
咄
嗟
に
か
け
る
賈
宝

玉
の
言
葉
や
卍
児
の
年
齢
さ
え
知
ら
な
い
茗
煙
を
責
め
る
賈
宝
玉

の
言
葉
に
は
、
侍
女
で
あ
ろ
う
と
女
児
を
重
ん
じ
る
賈
宝
玉
の
性

格
が
表
れ
て
い
る
。
評
語
で
は
作
者
が
「
囫
圇
不
解
」
の
表
現
に

よ
っ
て
巧
に
賈
宝
玉
や
林
黛
玉
の
稀
有
な
性
格
を
描
い
て
い
る

事
、
従
来
の
小
説
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
手
法
を
作
者
が
用
い
て

い
る
事
を
述
べ
て
い
る
。

③【
本
文
】
李
嬤
嬤
聴
了
這
話
，
益
発
気
起
来
了
，
説
道
：『

…
…

誰
不
是
襲
人
拿
下
馬
来
的
。
我
都
知
道
那
些
事
。
…
…
』［
二

十
］（

注
11
）（

そ
れ
が
い
っ
そ
う
李
ば
あ
や
を
い
き
り
立
た
せ
た
。

「
…
…
ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
襲
人
に
た
づ
な
を
握
ら
れ
て
い
な
い

や
つ
は
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
？
わ
た
し
だ
っ
て
そ
ん
な
こ
と

ぐ
ら
い
知
っ
て
お
り
ま
す
よ
。
…
…
」）

　
【
評
語
】
囫
圇
語
，
難
解
。（
囫
圇
語
だ
。
難
解
だ
。）

　

賈
宝
玉
の
乳
母
・
李
ば
あ
や
が
侍
女
達
と
喧
嘩
に
な
り
、
花
襲

人
に
嫌
味
を
言
う
場
面
。
賈
宝
玉
も
な
だ
め
に
入
る
が
、
李
ば
あ

や
は
収
ま
ら
ず
、
賈
宝
玉
の
事
実
上
の
妾
で
あ
る
花
襲
人
が
他
の

侍
女
達
を
牛
耳
っ
て
い
る
と
遠
回
し
に
皮
肉
る
。
事
情
を
知
る
者

に
は
「
囫
圇
」「
難
解
」
で
は
な
い
。

　

以
上
の
様
に
当
人
も
意
識
し
な
い
よ
う
な
咄
嗟
に
口
に
出
す
言

葉
に
こ
そ
、
人
物
の
本
性
や
実
際
の
状
況
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
微
妙
な
恋
愛
感
情
を
表
現
す
る
場
面

　

主
に
賈
宝
玉
と
林
黛
玉
の
恋
愛
で
あ
る
が
、
第
二
十
六
回
で
は
侍

女
・
紅
玉
と
賈
芸
の
恋
愛
に
も
「
囫
圇
」
と
い
う
評
語
が
見
え
る
。
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①【
本
文
】
黛
玉
聴
了
，
睜
開
眼
，
起
身
笑
道
：『

真
真
你
就
是
我

命
中
的
「
天
魔
星
」
！
…
…
』［
十
九
］（
黛
玉
は
ぱ
っ
ち
り
と
目

を
あ
け
て
、
起
き
あ
が
っ
た
。「
ま
あ
、
あ
な
た
っ
た
ら

︱

い
や
ね
。
あ
た
し
の
運
命
に
ま
と
い
つ
く
妖
魔
星
！
…
…
」
彼
女

は
そ
う
い
っ
て
、）

　
【
評
語
】
妙
語
。
妙
之
至
，
想
見
其
態
度
。（
素
晴
ら
し
い
語

だ
。
非
常
に
素
晴
ら
し
い
。
そ
の
態
度
を
見
て
み
た
い
。）

②【
本
文
】
一
面
理
鬢
笑
道
：『

我
有
奇
香
，
你
有
「
暖
香
」
没

有
？
』［
十
九
］（
黛
玉
は
鬢
を
か
き
あ
げ
な
が
ら
、
ま
た
笑
っ
て

い
っ
た
。「
あ
た
し
が
め
ず
ら
し
い
香こ

う

を
持
っ
て
る
と
し
た
ら
、

あ
な
た
は
暖
か
い
香
を
持
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
？
」）

　
【
評
語
】
奇
問
。
一
時
原
難
解
，
…
…
（
奇
妙
な
問
で
あ
る
。

直
ぐ
に
は
理
解
し
難
い
…
…
）

　

食
後
に
昼
寝
を
始
め
た
林
黛
玉
を
賈
宝
玉
が
起
こ
す
場
面
。
賈

宝
玉
と
金
玉
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
薛
宝
釵
は
「
冷
香
丸
」
と
い
う

薬
を
常
飲
し
て
い
る
。
林
黛
玉
は
皮
肉
っ
て
「
暖
香
」
と
言
っ
た

の
だ
。
こ
の
問
は
一
見
、「
奇
」「
難
解
」
で
あ
る
が
、
①
の
林
黛

玉
の
台
詞
は
木
石
縁
で
結
ば
れ
た
二
人
の
運
命
的
な
縁
を
感
じ
さ

せ
、
賈
宝
玉
、
林
黛
玉
、
薛
宝
釵
の
微
妙
な
関
係
を
こ
の
回
ま
で

読
ん
で
き
た
読
者
に
は
「
妙
」
で
あ
る
。

③【
本
文
】
宝
玉
道
：『

我
也
為
的
是
我
的
心
。
難
道
你
就
知
你
的

心
，
不
知
我
的
心
不
成
？
』［
二
十
］（「
ぼ
く
だ
っ
て
あ
な
た
の

心
を
心
と
し
た
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
あ
な
た
は
ご
自
分
の
心

し
か
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
ぼ
く
の
心
は
わ

か
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」）

　
【
評
語
】
此
二
語
不
独
観
者
不
解
，
料
作
者
亦
未
必
解
；

不
但

作
者
未
必
解
，
想
石
頭
亦
不
解
，
不
過
述
宝
、
林
二
人
之
語
耳
。

石
頭
既
未
必
解
，
宝
、
林
此
刻
更
自
己
亦
不
解
，
皆
随
口
説
出

耳
。
若
観
者
必
欲
要
解
，
須
自
揣
自
身
是
宝
、
林
之
流
則
洞
然
可

解
；

若
自
料
不
是
宝
、
林
之
流
，
則
不
必
求
解
矣
。
万
不
可
記
此

二
句
不
解
，
錯
謗
宝
、
林
及
石
頭
作
者
等
人
。（
こ
の
二
語
は
読

者
が
分
か
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
作
者
も
必
ず
し
も
分
か
っ
て
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
作
者
が
必
ず
し
も
分
か
っ
て
い
な
い
だ
け
で
な

く
、
恐
ら
く
石
も
又
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
賈
宝
玉
と
林
黛
玉
の
言

葉
で
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
石
が
必
ず
し
も
分
か
っ
て
い
な

い
な
ら
ば
、
恐
ら
く
賈
宝
玉
や
林
黛
玉
も
即
ち
必
ず
し
も
分
か
っ

て
お
ら
ず
、
全
て
た
ま
た
ま
口
か
ら
出
た
語
と
い
う
に
過
ぎ
な

い
。
も
し
読
者
が
ど
う
し
て
も
理
解
し
た
い
な
ら
ば
、
自
分
が
賈

宝
玉
や
林
黛
玉
で
あ
っ
た
ら
と
考
え
れ
ば
、
理
解
出
来
る
だ
ろ

う
。
も
し
自
分
が
賈
宝
玉
や
林
黛
玉
の
様
な
人
物
で
は
な
い
と
思

う
な
ら
、
そ
も
そ
も
理
解
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
二
語
を

分
か
ら
な
い
と
拘
っ
て
、
賈
宝
玉
と
林
黛
玉
、
石
、
作
者
ら
を
間

違
っ
て
責
め
た
り
し
て
は
決
し
て
な
ら
な
い
。）

　

薛
宝
釵
に
嫉
妬
し
た
林
黛
玉
に
賈
宝
玉
が
弁
解
を
す
る
場
面
。
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賈
宝
玉
と
林
黛
玉
の
会
話
文
は
「
不
解
」
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う

し
た
文
こ
そ
が
真
実
の
二
人
の
姿
を
描
い
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を

作
者
が
故
意
に
「
不
解
」
の
ま
ま
描
い
て
い
る
事
が
評
語
か
ら
分

か
る
。「
石
頭
」
は
前
述
の
通
霊
宝
玉
を
指
す
。

④【
本
文
】
李
嬤
嬤
站
住
，
将
手
一
拍
道
：『

你
説
説
，
好
好
的
又

看
上
了
那
個
種
樹
的
什
麽
雲
哥
児
雨
哥
児
的
。
…
…
明
児
上
房
裏

聴
見
可
又
是
不
好
。』［
二
十
六
］（

注
12
）（

李
ば
あ
や
は
立
ち
ど
ま

り
、
手
を
打
っ
て
い
っ
た
。「
さ
れ
ば
さ
、
お
ま
い
さ
ん
お
聞
き

よ
。
こ
ん
ど
は
あ
の
木
を
植
え
て
る
雲
ち
ゃ
ん
と
か
雨
ち
ゃ
ん
と

か
い
う
の
が
す
っ
か
り
お
気
に
召
し
て
ね
、
…
…
い
ま
に
正
房
の

お
耳
に
入
っ
て
ご
ら
ん
、
そ
れ
こ
そ
ま
た
事
だ
わ
な
」）

　
【
評
語
】
奇
文
神
文
。
囫
圇
不
解
語
。
更
不
解
。（
絶
妙
な
神
が

か
っ
た
文
だ
。
囫
圇
不
解
の
語
だ
。
更
に
分
か
ら
な
い
。）

⑤【
本
文
】
紅
玉
笑
道
：『

那
一
個
要
是
知
道
好
歹
，
就
不
進
来
纔

是
。』［
二
十
六
］（「
あ
の
か
た
が
物
の
わ
か
る
お
人
だ
っ
た
ら
、

お
い
で
に
な
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
す
が
ね
」）

　
【
評
語
】
是
私
心
語
，
神
妙
。
更
不
解
。（
心
中
の
語
で
あ
る
。

神
妙
だ
。
更
に
分
か
ら
な
い
。）

⑥【
本
文
】
紅
玉
道
：『

…
…
叫
他
一
個
人
乱
碰
可
是
不
好
呢
。』

［
二
十
六
］（「
…
…
あ
の
か
た
を
ひ
と
り
歩
き
さ
せ
て
、
滅
多
な

と
こ
ろ
へ
ぶ
つ
か
ら
せ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
そ
れ
こ
そ
事
で

し
ょ
」）

　
【
評
語
】
総
是
私
心
語
。（
全
て
心
に
秘
め
て
い
た
想
い
か
ら
出

る
語
で
あ
る
。）

⑦【
本
文
】
這
裏
紅
玉
剛
走
至
蜂
腰
橋
門
前
，
只
見
那
辺
墜
児
引

着
賈
芸
来
了
。［
二
十
六
］（
こ
ち
ら
は
紅
玉
、
い
ま
し
も
蜂ほ

う

腰よ
う

橋き
ょ
うの

入
口
へ
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
向
こ
う
か
ら
墜
児
が
賈
芸
を

案
内
し
て
く
る
の
を
認
め
た
。）

　
【
評
語
】
妙
。
不
説
紅
玉
不
走
，
亦
不
説
走
，
只
説
剛
走
到
三

字
，
可
知
紅
玉
有
私
心
矣
。
…
…
（
素
晴
ら
し
い
。
紅
玉
が
行
か

な
い
と
言
わ
ず
、
又
行
っ
た
と
も
言
わ
ず
、
丁
度
行
っ
た
と
こ
ろ

で
と
言
う
。
紅
玉
に
心
に
秘
め
た
想
い
あ
る
の
が
分
か
る
と
い
う

も
の
だ
。
…
…
）

　

以
上
、
李
ば
あ
や
が
賈
芸
の
様
子
を
紅
玉
に
語
る
場
面
。
④

「
什
麽
雲
哥
児
雨
哥
児
的
」
は
賈
芸
を
指
す
。
彼
は
紅
玉
と
相
思

相
愛
に
な
る
。「
雲
」「
雨
」
は
単
に
「
芸
」
と
音
が
近
い
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
男
女
関
係
を
暗
示
す
る
語
だ
。
⑦
「
蜂
腰
橋
」
で

重
要
な
事
件
が
発
生
す
る
事
は
、
大
観
園
完
成
時
の
回
の
脂
評
で

既
に
預
叙（

注
13
）さ

れ
て
い
た
。
評
語
で
は
「
囫
圇
」「
不
解
」
と

い
う
語
で
読
者
に
思
考
す
る
猶
予
を
与
え
、
二
人
の
関
係
を
深
く

印
象
付
け
て
い
る
。
二
人
は
賈
家
没
落
後
に
賈
宝
玉
を
救
う
重
要

人
物
で
あ
る
。「
私
心
」
は
こ
こ
で
は
賈
芸
を
想
う
紅
玉
の
心
情

を
指
す
。
紅
玉
の
私
心
語
に
は
賈
芸
を
気
遣
う
心
情
が
よ
く
表
れ

て
い
る
。
一
般
に
は
「
囫
圇
」「
不
解
」
の
語
で
あ
る
が
、
紅
玉
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の
賈
芸
を
想
う
気
持
ち
を
理
解
出
来
れ
ば
「
妙
」
と
感
じ
ら
れ
よ

う
。
微
妙
な
恋
愛
感
情
を
表
現
す
る
場
面
で
は
、
読
者
が
本
人
に

な
り
き
る
事
で
登
場
人
物
を
真
に
理
解
出
来
る
事
を
脂
評
で
は
述

べ
て
い
る
の
だ
。

（
三
）
賈
宝
玉
の
性
格
を
表
現
す
る
場
面

　

賈
宝
玉
は
当
時
の
男
性
と
し
て
は
非
常
に
特
殊
な
性
格
を
有
し

て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
言
動
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
社
会

常
識
や
理
念
に
反
す
る
彼
の
言
動
は
他
人
か
ら
は
理
解
し
難
い
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
「
囫
圇
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
囫

圇
」
の
言
動
を
正
す
べ
く
設
定
さ
れ
て
い
る
の
が
花
襲
人
に
よ
る

「
花
解
語
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
共
に
挙
げ
る
。

①【
本
文
】
襲
人
道
：『

那
是
我
両
姨
妹
子
。』
宝
玉
聴
了
，
讃
嘆

了
両
声
。［
十
九
］（「
あ
れ
は
ふ
た
り
と
も
、
あ
た
く
し
の
母
方

の
従い

と
こ妹

で
す
わ
」
宝
玉
は
二
度
つ
づ
け
て
た
め
息
を
つ
き
、
心
か

ら
感
嘆
の
声
を
あ
げ
た
。）

　
【
評
語
】
這
一
讃
嘆
，
亦
是
令
人
囫
圇
不
解
之
語
，
只
此
便
抵

過
一
大
篇
文
字
。（
こ
の
讃
嘆
は
又
も
や
人
を
囫
圇
不
解
に
さ
せ

る
語
だ
が
、
こ
こ
で
即
ち
重
要
な
場
面
に
至
る
の
だ
。）

②【
本
文
】
襲
人
道
：『

嘆
什
麽
？
…
…
』［
十
九
］（「
あ
ら
、
何

を
た
め
息
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
？
…
…
」）

　
【
評
語
】
只
一
嘆
，
便
引
出
花
解
語
一
回
来
。（
只
一
つ
の
溜
め

息
で
花
解
語
一
回
を
引
き
出
し
た
。）

③【
本
文
】
宝
玉
笑
道
：『

…
…
没
的
我
們
這
種
濁
物
倒
生
在
這
深

堂
大
院
裏
。』［
十
九
］（
宝
玉
は
笑
っ
て
「
…
…
ぼ
く
の
よ
う
な

つ
ま
ら
ぬ
人
間
が
、
こ
こ
に
生
ま
れ
る
な
ん
て
、
ま
っ
た
く
ま
ち

が
っ
て
い
る
と
思
っ
た
だ
け
な
ん
だ
」）

　
【
評
語
】
這
皆
宝
玉
意
中
確
実
之
念
，
非
前
勉
強
之
詞
，
所
以

謂
今
古
未
有
之
一
人
耳
。
聴
其
囫
圇
不
解
之
言
，
察
其
幽
微
感
觸

之
心
，
審
其
癡
妄
委
婉
之
意
，
皆
今
古
未
見
之
人
，
亦
是
未
見
之

文
字
，
…
…
亦
囫
圇
不
解
。
妙
甚
。（
こ
れ
は
全
て
賈
宝
玉
の
心

中
の
真
実
の
思
い
で
あ
り
、
以
前
の
無
理
を
し
て
言
っ
た
言
葉
と

は
違
う
。
だ
か
ら
今
迄
に
な
い
も
の
だ
と
言
う
の
だ
。
そ
の
囫
圇

不
解
の
言
を
聞
く
と
そ
の
微
妙
な
感
慨
の
心
が
察
せ
ら
れ
、
愚
か

し
い
中
に
も
婉
曲
的
な
意
味
が
感
じ
ら
れ
る
。
全
て
今
ま
で
見
ら

れ
な
か
っ
た
人
物
の
も
の
で
あ
り
、
見
ら
れ
な
か
っ
た
文
だ
。

…
…
又
も
や
囫
圇
不
解
だ
。
非
常
に
素
晴
ら
し
い
。）

　

以
上
、
花
襲
人
の
実
家
を
訪
れ
た
賈
宝
玉
が
、
そ
こ
で
見
か
け

た
赤
い
服
の
少
女
達
に
つ
い
て
帰
宅
後
に
花
襲
人
に
尋
ね
る
場

面
。
間
も
な
く
嫁
に
行
く
彼
女
の
従
妹
だ
と
聞
い
た
賈
宝
玉
は
、

自
分
の
元
で
な
く
、
苦
労
す
る
で
あ
ろ
う
嫁
ぎ
先
へ
行
く
事
を
残

念
が
っ
て
溜
め
息
を
漏
ら
す
。
賈
宝
玉
は
普
段
か
ら
立
身
出
世
の

為
の
学
問
や
交
際
を
軽
蔑
し
、
侍
女
や
姉
妹
達
と
共
に
過
ご
し
て

い
る
。
少
女
に
も
自
分
と
共
に
楽
し
く
過
ご
し
て
ほ
し
い
の
だ
。
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侍
女
で
あ
る
と
は
言
え
、
花
襲
人
は
自
分
の
将
来
を
託
す
相
手
で

あ
る
賈
宝
玉
に
対
し
、
世
間
一
般
の
男
性
同
様
に
生
活
し
て
く
れ

る
よ
う
説
得
す
る
。
そ
れ
が
花
解
語
だ
。
花
解
語
の
「
花
」
は
花

襲
人
の
姓
を
指
す
。
こ
の
回
の
囫
圇
語
は
こ
の
花
解
語
と
セ
ッ
ト

で
設
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
評
語
で
は
作
者
が
「
囫
圇
不

解
」
の
語
に
よ
っ
て
賈
宝
玉
と
い
う
人
物
の
性
格
を
見
事
に
描

き
、
個
性
化
し
て
い
る
事
を
評
価
し
て
い
る
。

④【
本
文
】
今
見
他
黙
黙
睡
去
了
，
知
其
情
有
不
忍
，
気
已
餒
墮
。

［
十
九
］（
襲
人
は
、
宝
玉
が
む
っ
つ
り
と
し
て
寝
て
い
る
様
子
か

ら
、
自
分
に
あ
あ
い
わ
れ
た
た
め
に
、
た
ま
ら
な
い
気
持
に
な
っ

て
、
が
っ
く
り
気
落
ち
し
た
の
だ
と
見
て
取
っ
た
。）

　
【
評
語
】
不
独
解
語
，
亦
且
有
智
。（
解
語
だ
け
で
な
く
、
智
も

あ
る
。）

⑤【
本
文
】
襲
人
道
：『

…
…
不
任
意
不
任
情
的
就
是
了
。』［
十

九
］（「
…
…
た
だ
な
に
ご
と
で
も
、
も
っ
と
お
つ
つ
し
み
に
な
っ

て
、
勝
手
気
ま
ま
に
な
さ
ら
な
い
よ
う
に
。」）

　
【
評
語
】
総
包
括
尽
矣
。
其
所
謂
花
解
語
者
大
矣
，
不
獨
冗
冗

為
児
女
之
分
也
。（
全
て
は
こ
れ
に
尽
き
る
。
花
解
語
の
ま
と
め

だ
。
単
な
る
冗
漫
な
女
児
の
立
場
で
は
な
い
。）

⑥【
本
文
】
襲
人
冷
笑
道
：『

…
…
縦
坐
了
，
也
没
甚
趣
。』［
十

九
］（
襲
人
は
冷
や
か
に
せ
せ
ら
笑
っ
て
、「
…
…
乗
れ
た
と
し
た

と
こ
ろ
で
、
う
れ
し
い
と
も
思
い
ま
せ
ん
わ
」）

　
【
評
語
】
調
侃
不
浅
，
然
在
襲
人
能
作
是
語
，
実
可
愛
可
敬
可

服
之
至
，
所
謂
花
解
語
也
。
花
解
語
一
段
，
乃
襲
卿
満
心
満
意
将

玉
兄
為
終
身
得
靠
，
千
妥
万
當
，
故
如
是
。
…
…
（
嘲
笑
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
襲
人
が
こ
の
様
に
言
う
の
は
実
に
可
愛
く
敬

服
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
所
謂
、
花
解
語
で
あ
る
。
花
解
語
の

一
段
は
、
花
襲
人
が
心
か
ら
賈
宝
玉
を
自
分
の
一
生
を
託
す
相
手

と
思
っ
て
し
た
事
ば
か
り
で
、
理
に
か
な
う
。
…
…
）

　

以
上
、
花
襲
人
が
花
解
語
を
語
る
場
面
。
実
家
へ
帰
る
と
嘘
を

つ
い
て
賈
宝
玉
の
気
を
引
い
た
り
（
④
）、
留
ま
る
条
件
を
出
し

て
賈
宝
玉
の
生
活
態
度
を
改
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
賈
宝
玉
が

語
る
の
は
自
分
が
灰
に
な
っ
て
散
り
散
り
に
飛
ば
さ
れ
る
ま
で

待
っ
て
く
れ
等
と
い
う
奇
妙
な
話
ば
か
り
だ
。
⑥
で
も
自
分
の
所

に
留
ま
っ
て
く
れ
れ
ば
花
嫁
の
「
八
人
轎
」（
八
人
舁か

き
の
玉
の

轎か
ご

）
に
乗
せ
る
と
賈
宝
玉
は
言
う
が
、
侍
女
の
花
襲
人
が
正
妻
を

迎
え
る
時
に
の
み
使
用
す
る
「
八
人
轎
」
に
乗
る
は
無
理
な
の

だ
。
賈
宝
玉
の
囫
圇
語
を
解
こ
う
と
花
解
語
を
重
ね
た
花
襲
人
で

あ
っ
た
が
、
徒
労
に
終
わ
る
。

⑦【
本
文
】
襲
人
冷
笑
道
：『

要
為
這
些
事
生
気
，
這
屋
裏
一
刻
還

站
不
得
了
。
…
…
』［
二
十
］（
す
る
と
襲
人
は
冷
や
か
に
笑
っ

た
。「
こ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
腹
を
立
て
て
い
ま
し
た
ら
、
こ
の

お
部
屋
に
は
一
刻
も
い
ら
れ
や
し
ま
せ
ん
も
の
ね
。
…
…
」）

　
【
評
語
】
実
言
，
非
謬
語
。
従
狐
媚
子
等
語
来
，
実
実
好
語
，
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的
是
襲
卿
。（
本
当
の
話
だ
。
で
た
ら
め
な
理
屈
で
は
な
い
。
女

狐
等
の
言
葉
以
降
は
実
に
好
い
。
確
か
に
花
襲
人
だ
。）

　
（
一
）
③
で
李
ば
あ
や
に
悔
し
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
た
花
襲
人

を
賈
宝
玉
が
慰
め
る
場
面
。
評
語
「
狐
媚
子
」
は
男
を
誘
惑
す
る

悪
女
を
指
す
語
で
、
李
ば
あ
や
が
侍
女
達
を
罵
っ
て
言
っ
た
言

葉
。
花
襲
人
は
嫌
味
た
っ
ぷ
り
に
賈
宝
玉
へ
言
い
返
す
。

⑧【
本
文
】
襲
人
道
：『

你
心
裏
不
明
白
，
還
等
我
説
呢
？
』［
二

十
一
］

（
注
14
）（「

ご
自
分
で
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
か
ら
っ
て
、

あ
た
く
し
に
言
え
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」）

　
【
評
語
】
石
頭
記
毎
用
囫
圇
語
処
，
無
不
精
絶
，
且
不
相
犯
。

…
…
這
亦
是
囫
圇
語
，
卻
従
有
生
以
来
肺
腑
中
出
，
千
斤
重
。

（
石
頭
記
は
囫
圇
語
の
箇
所
に
至
れ
ば
素
晴
ら
し
く
な
い
と
こ
ろ

は
な
い
。
し
か
も
相
反
し
て
い
な
い
。
…
…
こ
れ
も
ま
た
囫
圇
語

だ
が
、
真
心
か
ら
出
た
の
で
あ
り
、
重
み
が
あ
る
。）

⑨【
本
文
】
襲
人
道
：『

…
…
比
不
得
你
，
拿
着
我
的
話
当
耳
旁

風
，
夜
裏
説
了
，
早
起
就
忘
了
。』［
二
十
一
］（「
…
…
あ
な
た
さ

ま
の
よ
う
に
、
人
の
い
う
こ
と
を
馬
の
耳
に
風
と
聞
き
な
が
し
、

夜
中
に
言
っ
た
こ
と
を
あ
く
る
朝
に
は
忘
れ
て
し
ま
う
お
方
と
は

ち
が
い
ま
す
」）

　
【
評
語
】
這
方
是
正
文
，
直
勾
起
花
解
語
一
回
文
字
。（
こ
れ
こ

そ
正
し
い
文
だ
。
花
解
語
の
回
の
文
と
そ
の
ま
ま
繋
が
る
。）

　

一
向
に
生
活
態
度
を
改
め
な
い
賈
宝
玉
に
対
し
、
花
襲
人
が
嫌

味
を
言
う
場
面
。
花
襲
人
の
花
解
語
が
賈
宝
玉
の
囫
圇
語
の
対
照

と
し
て
存
在
す
る
事
で
、
賈
宝
玉
が
発
す
る
囫
圇
語
を
際
立
た
せ

て
い
る
。
又
、
花
解
語
は
彼
女
の
人
物
形
象
塑
像
の
面
で
個
性
化

を
成
功
さ
せ
て
お
り
、
評
語
で
も
彼
女
の
言
葉
が
「
襲
卿
」（
花

襲
人
）
ら
し
い
も
の
で
あ
る
事
を
述
べ
て
い
る
。

三　

模
糊
言
語
の
存
在
要
因
と
文
学
的
効
果

　

以
上
、
脂
評
囫
圇
語
出
現
箇
所
及
び
関
連
箇
所
を
、
混
乱
し
て

い
る
場
面
、
微
妙
な
恋
愛
感
情
を
表
現
す
る
場
面
、
賈
宝
玉
の
性

格
を
表
現
す
る
場
面
に
分
け
て
本
文
と
共
に
挙
げ
、
考
察
し
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
以
下
の
数
点
を
指
摘
し
た
い
。

（
一
）
存
在
要
因

　

先
ず
は
封
建
時
代
と
い
う
時
代
背
景
で
あ
る
。
当
時
、
恋
愛
感

情
を
直
接
的
に
文
字
で
表
現
す
る
事
は
憚
ら
れ
た
筈
だ
。
特
に
作

者
が
育
っ
た
様
な
貴
族
家
庭
で
未
婚
男
女
の
自
由
恋
愛
は
有
り
得

な
い
事
で
あ
っ
た
。
既
婚
男
女
に
関
し
て
は
、『
紅
楼
夢
』
に
も

賈
璉
の
浮
気
場
面
（
第
二
十
一
回
）
等
、
所
謂
淫
書
の
様
な
男
女

関
係
の
描
写
も
あ
る
。
だ
が
、
賈
宝
玉
と
林
黛
玉
の
恋
愛
形
態
に

こ
う
し
た
描
写
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
未
婚
の
恋
愛
過
程
に
あ
る

男
女
の
微
妙
な
感
情
を
描
こ
う
と
思
え
ば
、
当
時
出
来
得
る
表
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現
、
そ
し
て
現
実
に
即
し
た
言
動
と
し
て
、
曖
昧
な
表
現
が
存
在

す
る
の
は
や
む
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
第
十

九
回
で
「
難
解
」
と
評
さ
れ
て
い
る
賈
宝
玉
と
林
黛
玉
の
会
話
場

面
は
、
賈
宝
玉
が
林
黛
玉
の
寝
室
を
訪
れ
る
場
面
だ
。
同
回
脂
評

は
他
の
書
な
ら
「
醜
態
邪
言
」
を
描
く
と
こ
ろ
だ
が
、
賈
宝
玉
は

そ
う
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
賈
宝
玉
に
下
心
な
ど
一

切
な
く
、
食
事
直
後
の
昼
寝
は
良
く
な
い
と
心
か
ら
林
黛
玉
を
心

配
し
て
い
た
の
だ
。
当
時
の
一
般
的
観
念
と
賈
宝
玉
の
性
格
の
特

殊
性
を
述
べ
る
評
語
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
作
者
が
文
学
的
表
現
効
果
を
意
図
し
た
事
で
あ

る
。
作
者
は
本
文
で
非
常
に
綿
密
な
人
物
形
象
塑
像
作
業
を
行
っ

て
い
る
。
情
節（

注
15
）や

会
話
を
連
ね
て
人
物
の
性
格
を
確
実
に
読

者
に
印
象
づ
け
て
い
く
。「
囫
圇
」
と
評
さ
れ
る
場
面
で
は
、
賈

宝
玉
の
一
般
的
に
は
理
解
さ
れ
難
い
言
動
を
描
き
、
彼
の
み
な
ら

ず
、
林
黛
玉
や
花
襲
人
の
個
性
化
に
も
成
功
し
て
い
る
。
こ
れ
が

意
図
的
に
行
わ
れ
て
い
る
事
は
前
述
の
評
語
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

通
り
だ
。「
囫
圇
」
と
評
さ
れ
る
賈
宝
玉
の
言
動
は
当
時
の
社
会

で
は
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
も
の
だ
。
だ
が
、『
紅
楼
夢
』
に
於
け

る
賈
宝
玉
は
太
虚
幻
境
の
神
瑛
侍
者
、
大
観
園
の
女
性
達
は
仙
女

の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
。
彼
ら
は
死
後
に
太
虚
幻
境
へ
戻
る
。

こ
う
し
た
現
実
離
れ
し
た
設
定
が
、
賈
宝
玉
と
い
う
一
般
的
に
は

「
囫
圇
不
解
」
と
さ
れ
る
人
物
が
作
品
に
登
場
す
る
背
景
に
あ
る
。

第
二
十
回
脂
評
で
賈
宝
玉
の
性
格
を
「
又
用
諱
人
語
瞞
着
看
官
。」

（
又
人
の
忌
む
言
葉
で
読
者
を
騙
し
て
い
る
。）
と
述
べ
て
い
る
の

は
、
作
者
が
賈
宝
玉
と
い
う
人
物
に
意
図
的
に
現
実
離
れ
し
た
性

格
を
与
え
て
い
る
事
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

作
者
の
文
学
的
意
図
と
し
て
更
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
模
糊
言

語
の
使
用
に
よ
り
表
現
を
曖
昧
に
す
る
事
で
、
読
者
に
自
ら
想
像

す
る
事
を
促
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
囫
圇
不
解
」
と
感
じ
る

事
で
自
ら
登
場
人
物
の
心
理
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
、
物
語

展
開
を
予
想
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
読
者
に
促
そ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
読
者
が
想
像
す
る
手
掛
か
り
を
預
叙

と
い
う
形
で
本
文
や
評
語
の
至
る
所
に
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
作

者
の
目
指
し
た
従
来
の
小
説
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
法
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
が
意
図
的
で
あ
る
事
は
脂
評
に
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一

回
脂
評
に
は
「
這
正
是
作
者
用
画
家
煙
雲
模
糊
処
，
観
者
万
不
可

被
作
者
瞞
了
去
，
方
是
巨
眼
。」（
こ
れ
は
正
に
作
者
が
画
家
の
煙

雲
で
曖
昧
に
ぼ
か
す
手
法
を
用
い
て
い
る
の
だ
、
読
者
は
決
し
て

作
者
に
騙
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
で
こ
そ
目
利
き
と
い
う
も

の
だ
。）
と
あ
る
。
作
者
に
は
画
家
と
し
て
の
才
能
も
あ
っ
た
。

輪
郭
を
は
っ
き
り
と
示
す
よ
り
敢
え
て
曖
昧
に
し
た
り
、
絵
の
一

部
を
ぼ
か
し
た
り
す
る
事
で
、
見
る
者
は
自
ら
そ
こ
に
形
を
見
出

そ
う
と
す
る
。
作
者
は
そ
う
し
た
鑑
賞
者
の
心
理
を
利
用
し
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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（
二
）
文
学
的
効
果

　

で
は
、（
一
）
で
指
摘
し
た
存
在
要
因
か
ら
『
紅
楼
夢
』
に
存

在
し
て
い
る
模
糊
言
語
、
特
に
会
話
文
に
於
け
る
囫
圇
語
は
、

『
紅
楼
夢
』
で
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

小
説
の
会
話
文
は
人
物
や
物
語
展
開
に
関
す
る
情
報
を
読
者
へ

伝
達
す
る
重
要
な
文
章
だ
。
作
者
が
読
者
に
こ
れ
ら
の
情
報
を
確

実
且
つ
正
確
に
伝
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
会
話
文
の
言
葉
や
表

現
は
明
確
で
あ
る
の
が
望
ま
し
い
。
だ
が
、
現
実
に
日
々
交
わ
さ

れ
る
会
話
は
常
に
正
確
で
明
瞭
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
人

が
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
時
や
緊
迫
し
た
場
面
で
は
、
そ
の
言
動

が
曖
昧
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
寧
ろ
理
路
整
然
と
し
て
い

る
方
が
不
自
然
で
あ
る
。
又
、
恋
愛
感
情
を
表
現
す
る
場
合
、
当

時
の
実
際
の
社
会
環
境
に
即
し
た
言
動
を
そ
の
ま
ま
描
け
ば
、
文

章
表
現
は
自
ず
と
曖
昧
に
な
る
筈
だ
。『
紅
楼
夢
』
で
は
、
こ
う

し
た
状
況
を
あ
り
の
ま
ま
描
く
事
で
、
現
実
に
近
い
人
物
を
描
く

事
に
成
功
し
て
い
る
。
現
実
的
な
描
写
は
、
読
者
に
自
ら
の
経
験

を
思
い
起
こ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
読
者
は
登
場
人
物
に
親
近
感
を

覚
え
、
共
感
し
、
登
場
人
物
と
物
語
に
展
開
さ
れ
る
空
間
を
共
有

す
る
事
が
出
来
る
。

　

又
、
作
者
は
曖
昧
な
会
話
文
を
設
定
す
る
事
で
、
読
者
に
多
く

の
思
索
と
想
像
の
余
地
を
与
え
て
い
る
。
読
者
の
想
像
力
を
刺
激

し
、
読
者
が
自
ら
の
感
覚
や
知
識
や
経
験
に
よ
っ
て
曖
昧
な
部
分

に
隠
さ
れ
た
人
物
の
感
情
や
物
語
の
展
開
を
導
き
出
す
よ
う
促
す

の
だ
。
読
者
は
こ
う
し
て
作
品
に
没
頭
し
、
自
分
が
作
品
に
参
加

し
て
い
る
気
分
に
な
っ
て
い
く
筈
だ
。
作
者
は
そ
の
指
標
と
し
て

脂
評
に
「
囫
圇
」
や
「
不
解
」
と
い
っ
た
語
を
残
し
、
読
者
が
想

像
す
る
手
助
け
と
し
て
様
々
な
預
叙
を
本
文
や
評
語
に
残
し
て
い

る
。
読
者
は
た
だ
先
に
あ
る
文
字
を
読
ん
で
物
語
の
展
開
を
知
る

だ
け
で
な
く
、
本
文
や
評
語
に
あ
る
預
叙
か
ら
物
語
展
開
を
予
想

し
、
実
際
の
物
語
展
開
と
比
較
し
て
楽
し
む
事
が
出
来
る
の
だ
。

『
紅
楼
夢
』
は
読
者
参
加
型
と
い
う
新
し
い
閲
読
方
法
を
読
者
に

与
え
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
語

　

以
上
、『
紅
楼
夢
』
本
文
に
於
け
る
模
糊
言
語
を
脂
評
に
現
れ

る
囫
圇
語
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
。
本
文
に
存
在
す
る
模
糊
言

語
を
評
語
か
ら
分
析
す
る
と
い
う
方
法
は
『
紅
楼
夢
』
だ
か
ら
こ

そ
可
能
な
も
の
で
あ
り
、『
紅
楼
夢
』
に
於
け
る
脂
評
の
重
要
性

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
脂
評
は
作
者
の
創
作
背
景
を
探
る
資
料
で

あ
る
。
脂
評
を
本
文
研
究
と
関
連
づ
け
る
事
で
作
者
の
思
想
を
含

め
た
よ
り
深
い
分
析
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、
脂
評
で
「
囫
圇
」
と
評
さ
れ
る
場
面
で
は
作
者
が
意
図

的
に
模
糊
言
語
を
使
用
し
、
現
実
的
人
物
描
写
と
模
糊
言
語
に
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よ
っ
て
読
者
参
加
型
の
姿
勢
を
促
す
効
果
を
あ
げ
て
い
る
事
を
指

摘
し
た
。
読
者
が
物
語
展
開
を
想
像
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
預
叙

と
い
う
手
法
が
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
考
察
を
、
模
糊
言
語

と
預
叙
の
関
連
研
究
と
し
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

（
１
）
瀋
蘆
旭
『
修
辞
学
散
論
』（
黒
竜
江
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）、

李
慶
信
『
紅
楼
夢
叙
事
論
稿
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、二
〇
一
一
年
）

等
。『
修
辞
学
散
論
』
で
は
模
糊
言
語
を
「
意
義
が
不
明
確
、
表
現
が
不

明
瞭
で
解
釈
の
範
囲
が
広
く
、
可
変
性
が
大
き
い
社
会
交
際
で
使
用
さ

れ
る
語
」
と
す
る
。
瀋
氏
は
文
学
に
於
け
る
模
糊
言
語
の
例
と
し
て
『
紅

楼
夢
』
中
の
文
章
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
芸
術
性
模
糊
言
語
と
し
て
い
る
。

（
２
）
滕
雲
「《
紅
楼
夢
》
文
学
語
言
論
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
総
第
七
輯
、
一

九
八
一
年
）、孫
愛
玲
『
語
用
与
意
図

︱
《
紅
楼
夢
》
対
話
研
究
』（
北

京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
等
。

（
３
）
王
慧
「
評
脂
硯
斎
的
叙
事
理
論
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
総
第
九
十
一
輯
、

二
〇
〇
一
年
）
等
。

（
４
）
陳
維
昭
『
紅
学
通
史
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
５
）
曹
煒
『『
金
瓶
梅
』
文
学
言
語
研
究
』（
曁
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇

四
年
）
に
基
づ
く
。
独
白
の
解
釈
に
関
し
て
は
、李
治
翰
「
論
《
紅
楼
夢
》

的
独
白
与
内
心
独
白
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
総
第
七
十
二
輯
、一
九
九
七
年
）

を
参
考
に
し
た
。

（
６
）
脂
硯
斎
の
他
、
畸
笏
（
叟
）、
棠
村
、
梅
渓
、
松
斎
等
の
署
名
が
見
え

る
。
孫
遜
『
紅
楼
夢
脂
評
初
探
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）。

（
７
）『
修
辞
学
散
論
』（
前
出
）。

（
８
）劉
佳
・
樊
慶
彦「
一
切
妙
在〝
不
解
〟中

︱
語
言
学
視
覚
下
的《
紅

楼
夢
》
脂
評
〝
囫
圇
語
〟
解
読
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
総
第
百
四
十
八
輯
、

二
〇
一
二
年
）。

（
９
）
分
類
に
関
し
て
は
陳
洪
「《
紅
楼
夢
》
脂
評
中
〝
囫
圇
語
〟
説
的
理
論

意
義
」（『
天
津
社
会
科
学
』
第
十
六
輯
、一
九
八
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。

本
稿
で
は
分
類
項
目
に
賈
宝
玉
と
林
黛
玉
以
外
の
人
物
の
言
動
も
含
め
、

よ
り
総
合
的
な
も
の
と
し
た
。

（
10
）［　

］
は
登
場
回
。
本
文
原
文
・
評
語
は
曹
雪
芹
著
・
馮
其
庸
重
校
評

批
『
紅
楼
夢
』（
遼
寧
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
を
基
本
に
、
兪
平

伯
輯
『
脂
硯
斎
紅
楼
夢
輯
評
』（
上
海
文
芸
聯
合
出
版
社
、一
九
五
五
年
）

を
随
時
参
照
し
て
い
る
。（　

）
内
は
日
本
語
訳
。
本
文
訳
は
、
曹
雪
芹

著
・
松
枝
茂
夫
訳
『
紅
楼
夢
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）。
評
語
訳

は
筆
者
。「
…
…
」
は
略
を
表
す
。
以
下
同
。
第
十
九
回
回
目
は
「
情
切

切
良
宵
花
解
語　

意
綿
綿
静
日
玉
生
香
」（
情
切
々
と
し
て
良
宵　

花
は

語
を
解
し　

意
綿
々
と
し
て
静
日　

玉
は
香
を
生
ず
）。

（
11
）第
二
十
回
回
目
は「
王
煕
鳳
正
言
弾
嫉
意　

林
黛
玉
俏
語
謔
嬌
音
」（
王

煕
鳳　

正
言
も
て
嫉
意
を
挫
き　

林
黛
玉　

俏
語
も
て
嬌
音
を
謔か

ら
かう

）。

（
12
）
第
二
十
六
回
回
目
は
「
蜂
腰
橋
設
言
伝
心
事　

瀟
湘
館
春
困
発
幽
情
」
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（
蜂
腰
橋
に
て
言
を
設
け
て
心
事
を
伝
え　

瀟
湘
館
に
て
春
に
困つ

か

れ
て
幽

情
を
発
す
）。

（
13
）
第
十
七
・
十
八
回
脂
評
に
「
則
曰
蜂
腰
板
橋
都
施
之
得
宜
」
と
あ
る
。

『
紅
楼
夢
』
の
脂
評
に
は
後
の
回
で
発
生
す
る
事
件
や
人
物
の
展
開
を
暗

示
す
る
評
語
が
あ
る
。
評
語
の
他
、
回
目
及
び
本
文
に
登
場
す
る
詩
文

や
情
節
、
名
称
も
含
め
、
暗
示
性
を
含
む
表
現
を
預
叙
と
い
う
。
預
叙

に
関
し
て
は
、
拙
稿
「『
紅
楼
夢
』
の
預
叙
」（『
人
間
科
学
研
究
』
第
八

号
、二
〇
一
一
年
、日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
人
文
社
会
系
研
究
紀
要
）

に
詳
し
い
。

（
14
）
第
二
十
一
回
回
目
は
「
賢
襲
人
嬌
嗔
箴
宝
玉　

俏
平
児
軟
語
救
賈
璉
」

（
賢
き
襲
人　

嬌
嗔
も
て
宝
玉
を
諌
め　

俏か
お
よき

平
児　

軟
語
も
て
賈
璉
を

救
う
）。

（
15
）
宮
中
製
花
簪
を
宋
ば
あ
や
が
各
部
屋
に
配
っ
て
歩
く
場
面
（
第
七
回
）、

海
棠
が
季
節
外
れ
に
花
を
咲
か
せ
た
場
面
（
第
九
十
四
回
）
等
で
は
、

多
く
の
人
物
を
同
時
に
登
場
さ
せ
、
各
々
が
同
じ
事
件
に
対
し
て
ど
の

様
に
対
応
し
、
発
言
す
る
の
か
を
書
き
分
け
、
読
者
に
人
物
を
比
較
さ

せ
る
事
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
性
格
や
境
遇
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
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