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『
建
安
文
学
の
研
究
』

林

奈

香

建
安
文
学
は
、
文
学
史
上
の
一
つ
の
画
期
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
所
以
の
い
く
つ
か
を
指
摘

す
る
こ
と
は
あ
る
い
は
容
易
か
も
し
れ
な
い
が
、
個
々
の
現
象
の
由

来
や
継
承
関
係
、
あ
る
い
は
そ
の
原
因
を
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と

は
な
か
な
か
に
難
し
い
。
漢
代
の
文
学
、
あ
る
い
は
正
始
・
西
晋
の

文
学
と
建
安
の
文
学
が
い
か
に
連
接
し
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
「
女
性
・
少
年
国
家
」
と
い
う
視
点
か

ら
検
討
を
試
み
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
ま
ず
本
書
の
構
成
を
示
そ
う
。

序
章

第
一
章

小
著
の
目
的
と
対
象
方
法
お
よ
び
概
略

張
衡
「
四
愁
詩
」
を
め
ぐ
っ
て

|
|
艶
情
の
文
学
と
そ
の
機
能
ー
ー

張
衡
「
論
貢
挙
疏
」
排
誤

越
萱
の
詩
賦
に
つ
い
て

後
漢
末
・
建
安
文
学
の
形
成
と
「
女
性
」

建
安
の
「
寡
婦
賦
」
に
つ
い
て

|
|
無
名
婦
人
の
創
作
と
詩
壇
|
|

曹
操
「
十
二
月
己
亥
令
」
を
め
ぐ
っ
て

-

i
文
学
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
令
」
|
|

曹
植
の
四
言
詩
に
つ
い
て

市
首
植
の
「
少
年
」

曹
植
「
白
馬
篇
」
考
t
|
|
「
渉
狭
児
」
の
誕
生
ー
ー

曹
植
と
「
困
難
」
|
|
先
秦
漢
貌
文
学
に
お
け
る
国
家

意
識
の
一
面

1

|

第
十
章
「
悲
憤
詩
」
小
考
|
|
研
究
史
と
そ
の
問
題
点
|
|

第
十
一
章
「
悲
憤
詩
」
と
「
胡
鮪
十
八
拍
」

|
|
茶
淡
テ
ク
ス
ト
の
変
容
|
|

替
康
の
「
述
志
詩
」

|
|
建
安
文
学
の
集
成
と
し
て
[
|

補
説

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

附
章

総
論
と
も
言
え
る
序
章
で
は
、
建
安
文
学
研
究
に
お
け
る
問
題
点

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
「
時
代
区
分
に
十
分
な
根
拠
に
も



と
づ
く
通
説
が
な
い
」
こ
と
。
次
い
で
、
「
「
建
安
の
風
骨
」
の
よ
う

な
建
安
文
学
を
性
格
づ
け
る
概
念
の
定
義
あ
る
い
は
是
非
に
つ
い
て

定
論
が
な
い
」
こ
と
。
さ
ら
に
、
後
漢
文
学
と
建
安
文
学
と
の
連
続

性
に
着
目
す
る
考
察
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
以
上
の
点

を
整
理
し
つ
つ
、
本
書
で
は
建
安
文
学
の
逸
脱
性
は
後
漢
に
そ
の
萌

芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
後
漢
か
ら
貌
晋
へ
の

文
学
の
変
容
を
辿
る
中
で
、
建
安
文

μ
T乞
ど
う
捉
え
る
か
、
と
い
っ

た
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
瞥
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
前
後
の
時
代
と
の
連
接
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
意
図
を
反
映
し
、
建
安
文
学
を
中
心
に
ほ
ぼ
時
代
順

に
論
証
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
、
福
山
氏
自
身
が
序
章
で
本

書
の
中
心
的
テ
!
?
と
し
て
提
示
し
て
い
る
「
女
性
・
少
年
・
国
家
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
(
二
七
頁
)
に
即
し
て
、
筆
者
の
私
見
を
添
え

な
が
ら
、
福
山
氏
の
見
解
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
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ま
ず
は
、
後
漢
・
建
安
文
学
と
「
女
性
」
を
テ
l
マ
に
し
た
考
察

に
含
ま
れ
る
第
一
章
、
第
三
四
章
、
第
十
十
一
章
に
つ
い
て
そ
の

概
要
を
紹
介
し
ょ
、
っ
。

第
一
章
「
張
衡
「
四
愁
詩
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|
艶
情
の
文
学
と

書

評

そ
の
機
能
|
|
」
は
、
ま
ず
張
衡
「
四
愁
詩
」
の
序
文
に
記
さ
れ

る
「
畿
々
と
し
て
志
を
得
な
い
」
と
い
う
張
衡
の
官
界
に
お
け
る
挫

折
に
よ
る
憂
い
の
心
境
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
記
述
が
、
序
文
以
外

に
見
い
だ
せ
な
い
点
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
張
衡
の
生
涯
を
辿
っ
て

も
「
説
邪
・
忠
誠
と
い
、
?
単
純
な
図
式
」
を
見
い
だ
し
難
い
こ
と
か

ら
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
序
文
は
後
人
の
偽
作
と
す

る
立
場
を
福
山
氏
も
と
る
。

そ
の
上
で
、
停
玄
が
「
擬
四
愁
詩
」
序
で
張
衡
作
を
「
体
小
に
し

て
俗
、
七
言
の
類
な
り
」
と
評
し
た
こ
と
、
張
衡
「
四
愁
詩
」
は
男

女
の
情
愛
を
う
た
う
民
間
歌
謡
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
福
山
氏
は
こ
の
詩
を
情
詩
と
み
る
。
そ
れ
は
、
序
文
を
収
載
す

る
『
文
選
』
が
こ
の
詩
の
「
愁
」
を
政
治
上
の
憂
愁
と
捉
え
て
い
る

一
方
で
、
序
文
を
収
め
な
い
『
玉
台
新
詠
』
で
は
巻
九
の
歌
行
に
こ

の
詩
を
収
め
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
こ
の
よ
う
に
文
人
が
男
女
間

の
恋
情
・
艶
情
を
創
作
の
テ
1
7
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
の
一

つ
に
、
受
容
の
場
で
あ
る
宴
席
で
の
歌
唱
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ

る
と
し
、
張
衡
「
四
愁
詩
」
も
楽
曲
を
と
も
な
う
情
歌
と
み
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
張
衡
の
場
合
、
『
易
」
の
陰
陽
思

想
を
世
界
観
の
根
底
に
有
し
て
い
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
し
、

「
四
愁
詩
」
は
土
人
が
男
女
の
情
愛
を
詠
み
は
じ
め
る
先
縦
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
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補
説
「
張
衡
「
論
貢
挙
疏
」
排
誤
」
で
は
、
後
漢
後
期
の
文
学
的

環
境
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
選
挙
制
度
の
欠
陥
を
論
じ
る
こ
の

一
文
は
、
『
通
典
』
で
は
張
衡
の
上
奏
文
と
し
て
収
載
す
る
が
、
『
後

漢
書
」
で
は
察
邑
の
文
と
さ
れ
て
い
る
。
「
書
画
辞
賦
」
「
当
代
の
博

突
」
の
才
芸
は
政
治
能
力
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
そ
の

よ
う
な
才
芸
を
も
っ
者
こ
そ
が
登
用
さ
れ
る
当
時
の
官
僚
人
事
の
実

態
、
具
体
的
に
は
霊
帝
時
代
の
状
況
を
指
し
て
い
る
と
し
て
、
茶
自
己

の
奏
上
と
み
る
の
が
妥
当
と
す
る
。
ま
た
こ
の
一
文
か
ら
は
、
後
漢

後
期
の
文
学
が
も
っ
「
既
成
の
因
襲
か
ら
の
逸
脱
へ
の
傾
き
」
、
つ

ま
り
「
漢
末
霊
帝
の
俗
文
学
重
視
」
の
傾
向
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
張
衡
と
同
時
代
の
王
符
も
同
様
の
主
張
を

展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
張
衡
も
す
で
に
同
じ
よ
う
な
文

学
環
境
に
置
か
れ
て
い
た
と
し
て
、
第
一
章
の
情
詩
説
を
補
強
し
て

い司令。第
三
章
「
後
漢
末
・
建
安
文
学
の
形
成
と
「
女
性
」
」
は
、
女
性

の
名
を
冠
し
た
文
学
創
作
が
、
後
漢
の
和
帝
時
に
活
躍
し
た
班
昭
の

頃
よ
り
現
れ
る
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
し
、
漠
末
貌
晋
、
特
に
晋
代
の

女
性
作
家
の
存
在
が
目
立
つ
こ
と
、
並
行
す
る
よ
う
に
女
訓
書
も
著

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
女
性
の
行
動
や
言
説
が
注
視
さ
れ

は
じ
め
た
、
あ
る
い
は
女
性
自
身
が
着
目
し
は
じ
め
た
可
能
性
を
推

測
す
る
。

そ
の
上
で
、
班
昭
、
秦
嘉
の
妻
徐
淑
と
い
っ
た
後
漢
中
・
後
期
の

女
性
が
、
文
学
作
品
の
享
受
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
制
作
者
で
も
あ
っ

た
こ
と
、
ま
た
曹
歪
曹
植
の
母
で
あ
る
下
后
が
借
家
の
出
身
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
後
漢
末
か
ら
建
安
の
文
学
の
形
成
・
展
開
に

「
女
性
」
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
に
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
四

章
で
論
及
さ
れ
る
丁
康
の
妻
「
寡
婦
賦
」
、
第
十
・
十
一
章
で
詳
述
さ

れ
る
察
淡
「
悲
憤
詩
」
の
例
を
挙
げ
、
後
漢
末
か
ら
建
安
の
詩
賦
に

描
か
れ
る
女
性
は
、
女
性
の
一
人
語
り
や
女
性
視
点
か
ら
の
描
写
な

ど
、
「
身
近
な
対
象
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
楽
府
や
古
詩
の

一
般
化
・
抽
象
化
さ
れ
た
女
性
像
と
隔
た
り
が
あ
る
」
と
し
て
い
る

(
九
六
頁
)
。

第
四
章
「
建
安
の
「
寡
婦
賦
」
に
つ
い
て
|
|
無
名
婦
人
の
創

作
と
詩
壇
|
|
」
で
は
前
章
を
受
け
て
、
了
底
の
妻
の
作
と
さ
れ

る
「
寡
婦
賦
」
を
中
心
に
、
建
安
文
学
に
お
け
る
「
女
性
」
が
「
表

現
対
象
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
創
作
の
担
い
手
と
し
て
文
学
史
に
位

置
づ
け
」
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
賦
の
作
者
は

了
底
の
妻
、
丁
儀
の
妻
、
丁
儀
と
従
来
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
『
陪

書
』
経
籍
志
に
丁
撰
・
丁
俄
の
妻
の
別
集
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
、
後
漢
末
か
ら
建
安
時
代
に
少
数
な
が
ら
鉦
名
の
女
性
が
著
述

活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
こ
と
、
丁
儀
の
作
と
す
る
積
極

的
根
拠
が
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
氏
は
丁
民
の
安
の
真
作
と
仮



定
し
た
上
で
、
そ
の
意
義
を
追
う
。

「
寡
婦
賦
」
は
院
璃
の
死
後
、
菅
蚕
が
ま
ず
創
作
し
、
王
祭
ら
に

そ
れ
を
踏
ま
え
て
詠
じ
さ
せ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
作
に
は
従
来

の
詩
賦
に
は
見
ら
れ
な
い
「
母
性
自
体
の
情
愛
表
現
」
や
「
母
自
身

に
よ
る
語
り
」
に
よ
っ
て
、
母
子
の
姿
が
新
し
い
題
材
と
し
て
描
か

れ
る
と
い
う
共
通
し
た
特
徴
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
玉
祭
ら
の
問

題
の
作
に
比
べ
て
丁
康
の
妻
の
作
が
も
っ
と
も
亡
失
が
少
な
く
原
型

に
近
い
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
建
安
の
「
寡
婦

賦
」
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
西
晋
の
潜
岳
に
よ
る
「
寡
婦
賦
」
が
、

李
善
注
に
従
え
ば
、
そ
の
多
く
の
句
を
丁
廃
の
妻
の
作
を
ふ
ま
え
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
丁
廃
の
委
の
「
寡
婦
賦
」
が
「
後
代
の
作
家

が
依
拠
す
べ
き
建
安
文
学
の
規
範
の
一
っ
と
も
な
っ
て
い
」
た
可
能

性
を
指
摘
す
る
(
一
二
四
頁
)
。
こ
う
し
た
現
象
の
背
景
に
は
、
建

安
に
な
る
と
詩
人
た
ち
は
儒
教
的
価
値
の
桓
桔
か
ら
離
れ
、
従
来
「
忌

避
・
抑
圧
さ
れ
る
者
と
い
う
儒
教
的
観
念
の
枠
組
」
で
捉
え
ら
れ
て

き
た
「
寡
婦
」
の
よ
う
に
、
抑
圧
さ
れ
た
「
女
性
」
の
存
在
だ
け
で

な
く
、
そ
の
心
情
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ

る
と
し
、
丁
康
の
妾
が
「
寡
婦
賦
」
会
詠
の
場
に
参
加
し
た
可
能
性

も
氏
は
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
。

第
十
・
十
一
章
で
は
、
第
一
ニ
四
章
で
考
察
し
た
後
漢
末
・
建
安
文

5

学
と
女
性
と
の
関
わ
り
の
問
題
を
、
察
淡
の
作
品
を
対
象
に
検
討
し

8

書

評

て
い
る
。
第
十
章
「
「
悲
憤
詩
」
小
考
|
|
研
究
史
と
そ
の
問
題

点
|
|
」
で
は
、
「
悲
憤
詩
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
の
論

点
を
整
理
し
、
各
説
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
「
悲

憤
詩
」
真
偽
論
が
中
心
で
あ
っ
た
一
九
五

0
年
代
以
降
の
主
た
る
研

究
成
果
と
し
て
、
戴
君
仁
・
余
冠
英
・
張
少
康
・
郭
沫
若
な
ど

一
一
十
三
名
の
論
考
を
ま
と
め
て
い
る
。
次
い
で
、
一
九
九
0
年
代
以

降
は
、
史
料
や
真
偽
問
題
か
ら
切
り
離
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
悲
憤
詩
を
作
品
テ
ク
ス
ト
と
し
て
い
か
に
分
析
す

る
か
と
い
う
具
体
的
な
検
証
が
始
ま
っ
た
と
し
、
黄
嬬
梨
・
余
志
海
・

富
谷
至
・
川
合
康
=
一
各
氏
の
説
を
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
福
山
氏
は
、

「
悲
憤
詩
」
偽
作
説
を
と
る
も
の
は
総
じ
て
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
こ

と
、
文
学
史
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
余
冠
英
氏
の
騒
体
偽
作
説
も
い

ま
だ
十
分
に
検
証
さ
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
、
創
作
者
と
し
て
の
察

淡
ら
女
性
を
文
学
史
に
位
置
づ
け
な
お
す
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

第
十
一
章
「
「
悲
憤
詩
」
と
「
胡
筋
十
八
拍
」
|
|
禁
淡
テ
ク
ス
ト

の
変
容
|
|
」
で
は
、
真
偽
の
検
証
の
み
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

禁
淡
ニ
作
品
の
差
異
、
そ
の
示
す
意
義
、
特
質
な
ど
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
氏
が
真
作
と
み
る
「
悲
憤
詩
」
に
は
、
母
性
や
「
家
」
に

対
す
る
観
念
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
し
、
女
訓
書
を
残
し
た
察
邑

の
影
響
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
一
方
、
「
胡
筋
十
八
拍
」
に
は
悲
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憤
詩
に
な
い
「
漢
・
胡
H
中
心
周
縁
の
二
元
的
世
界
」
が
描
か
れ
、

「
家
」
に
関
す
る
観
念
は
希
薄
だ
と
す
る
。
従
来
「
胡
筋
十
八
拍
」

に
描
か
れ
る
雨
旬
奴
の
渓
へ
の
侵
攻
と
和
戦
と
い
う
事
実
が
史
料
に

存
在
し
な
い
こ
と
が
、
偽
作
説
の
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
作
品
に
現
れ
る
漢
へ
の
国
家
意
識
は
曹
操
政

権
下
で
は
曹
植
以
外
の
文
学
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
察
淡
作

と
同
様
の
内
容
を
も
っ
唐
の
劉
商
の
「
胡
筋
十
八
拍
」
の
成
立
に
関

し
、
察
攻
作
品
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
い
よ
い
よ
真
偽
を
疑
わ
せ

る
と
す
る
。
さ
ら
に
察
淡
と
「
胡
筋
十
八
拍
」
そ
の
も
の
を
直
接
結

び
つ
け
る
資
料
は
、
六
朝
・
唐
代
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
検
証
し
、

通
説
と
な
っ
て
い
る
「
胡
筋
十
八
拍
」
偽
作
説
を
再
確
認
す
る
と
と

も
に
、
劉
商
の
作
を
も
と
に
察
淡
に
仮
託
し
て
作
ら
れ
た
の
が
「
胡

筋
十
人
拍
」
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
。

察
淡
の
両
作
品
聞
に
見
ら
れ
る
「
様
式
・
表
現
・
内
容
・
思
想
の

食
い
違
い
」
は
、
真
作
と
偽
作
と
の
迷
い
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、

胡
児
と
引
き
敵
さ
れ
る
母
を
詠
む
「
悲
憤
詩
」
と
、
母
子
関
係
か
ら

胡
漢
の
対
立
関
係
へ
と
展
開
し
て
い
く
「
胡
筋
十
人
拍
」
作
品
群
と

で
は
、
察
淡
像
も
「
一
女
性
の
悲
境
か
ら
国
家
の
悲
劇
の
象
徴
」
へ

と
変
容
し
て
い
る
と
す
る
。

以
上
、
氏
が
第
一
・
二
一
・
四
・
十
十
一
章
と
約
半
分
の
紙
幅
を
剖
い

て
検
討
し
て
い
る
一
つ
の
テ
1
マ
「
建
安
文
学
と
女
性
と
の
関
わ
り
」

に
つ
い
て
は
、
実
際
に
不
明
な
点
が
多
い
。
建
安
文
学
に
多
い
女
性

の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
女
性
の
口
吻
を
か
り
て
自
ら
の
心
情
を
詠
ん

だ
と
説
明
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
な
ぜ
そ
う
し
た
テ
1
マ

や
題
材
・
手
法
が
選
ば
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
本
書
で
対
象
と
し
て

い
る
よ
う
な
女
性
自
身
が
作
者
と
さ
れ
る
も
の
は
、
仮
託
な
の
か
真

作
な
の
か
、
真
作
と
す
れ
ば
な
ぜ
そ
う
し
た
作
品
が
出
現
し
て
く
る

の
か
、
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
は
女
性
に
関
す
る
記
述
が
少
な
い
た
め
に
、
検
証
に
は
限

界
が
あ
り
、
推
測
の
域
を
出
な
い
た
め
で
も
あ
る
。

本
書
で
は
そ
の
問
題
を
敢
え
て
検
証
し
て
お
り
、
第
一
章
で
は
張

衡
「
四
愁
詩
」
を
士
人
に
よ
る
情
詩
の
先
腕
と
し
、
そ
の
生
ま
れ
る

要
因
と
し
て
、
宴
席
で
の
歌
唱
の
ほ
か
に
、
『
易
』
の
陰
陽
思
想
に

基
づ
く
世
界
観
を
張
衡
が
有
し
て
い
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い

う
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、
班
昭
を
は
じ
め
と

す
る
女
訓
書
の
盛
行
や
女
性
に
よ
る
文
筆
活
動
が
い
く
つ
か
確
認
さ

れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
女
性
に
よ
る
創
作
の
可
能
性
を
示
唆
し
、
第

四
章
で
は
具
体
的
に
「
寡
婦
賦
」
を
丁
民
の
妻
に
よ
る
作
品
と
見
る

可
能
性
に
も
(
言
及
し
て
お
り
、
新
し
い
視
点
を
提
示
す
る
点
で
は
興

味
深
い
。
た
だ
、
第
一
章
に
つ
い
て
-
=
中
え
ば
、
張
衡
個
人
の
問
題
と

し
て
は
説
明
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
後
に
続
く
作
品
も
含

め
て
、
氏
の
問
題
意
識
と
し
て
あ
る
「
後
渓
末
か
ら
建
安
へ
の
連
接
」
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を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
で
は
、
十
分
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
女
訓
書
の
盛
行
に
伴
っ
て
、
女
性
に
よ
る

著
述
や
女
性
を
題
材
と
す
る
作
が
後
漢
以
降
増
え
て
い
く
可
能
性

は
、
氏
の
指
摘
ど
お
り
確
か
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ

も
女
訓
蓄
が
な
ぜ
こ
の
頃
か
ら
増
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
は

残
さ
れ
よ
、
っ
。

こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
の
私
見
を
少
し
く
述
べ
れ
ば
、
漢
代
特
有

の
制
度
と
の
関
わ
り
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
保
科
季
子
氏
の

論
証
に
よ
れ
問
、
「
漢
代
の
女
性
た
ち
は
高
級
官
僚
か
ら
庶
民
層
に

い
た
る
ま
で
、
基
本
的
に
は
「
夫
婦
一
体
」
の
理
念
に
基
づ
き
、
夫

を
介
し
て
皐
帝
の
直
接
的
思
典
で
あ
る
牛
酒
の
賜
与
に
あ
ず
か
り
、

そ
の
支
配
に
包
摂
さ
れ
て
」
お
り
、
「
皇
后
に
「
天
子
の
后
」
と
し

て
皐
帝
と
と
も
に
陰
陽
を
調
和
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
除
で
あ
る
女
性
は
皇
后
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
べ
き
と
の
認

識
が
生
じ
て
」
き
た
と
い
う
。
後
漢
初
期
に
は
、
「
皇
后
は
皇
帝
の

対
偶
と
し
て
の
権
威
を
確
立
さ
せ
」
、
「
皇
后
|
官
僚
の
安
」
と
い

う
君
臣
関
係
を
理
論
的
に
裏
付
け
る
「
命
婦
」
と
い
う
概
念
を
創
出

し
た
と
い
う
。
そ
の
「
命
婦
」
の
概
念
に
「
卿
大
夫
の
妻
」
と
い
う

意
味
づ
け
を
し
た
の
が
和
帝
・
安
帝
時
代
に
盛
行
し
た
『
周
礼
』
解

釈
に
お
け
る
郎
衆
の
説
で
あ
る
と
い
う
。
本
来
「
大
夫
の
妻
」
の
意

で
あ
る
「
命
婦
」
が
、
「
卿
」
や
「
士
」
の
妻
と
拡
大
解
釈
さ
れ
て

書

評

い
く
の
も
、
早
く
は
前
漢
末
の
劉
向
か
ら
後
漢
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

後
漢
に
は
「
皇
后
と
の
君
臣
関
係
は
高
級
官
僚
の
妾
に
限
定
さ
れ
ず
、

良
民
男
子
の
妻
た
る
良
民
女
子
に
ま
で
及
」
ん
だ
と
言
及
さ
れ
て
い

る。
班
沼
が
活
躍
し
た
の
は
和
帝
国
安
帝
の
時
期
で
あ
り
、
皐
后
を
中

心
と
し
た
女
性
秩
序
の
確
立
時
期
と
符
合
し
て
い
る
。
保
科
時
に
よ

れ
ば
、
前
漢
の
文
帝
以
来
、
宣
帝
期
に
急
増
し
た
民
爵
賜
与
の
際
に

付
随
す
る
「
女
子
百
戸
牛
酒
」
賜
与
は
、
皇
后
の
権
威
の
十
分
に
確

立
し
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
、
「
夫
婦
一
体
」
の
理
念
に
基
づ
い

て
「
皇
帝
の
思
徳
を
直
接
女
性
た
ち
に
も
及
ぼ
そ
う
」
と
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
後
漢
和
帝
の
直
前
の
、
章
帝
元
和
二
年
(
八
五
)

を
最
後
に
行
わ
れ
な
く
な
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
併
せ
考
え
る
と
、

後
漢
の
和
帝
・
安
帝
の
時
期
に
至
っ
て
、
皇
帝
(
男
性
・
陽
)
の
対

偶
と
し
て
の
皇
后
(
女
性
・
陰
)
の
権
威
と
秩
序
が
確
立
し
た
が
故

に
、
女
性
に
対
し
明
確
に
陰
陽
の
別
を
述
べ
、
教
育
す
る
必
要
も
生

ま
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
ま
た
保
科
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
こ

の
体
制
が
ひ
ろ
く
良
民
層
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
女
性

の
問
題
を
男
性
の
問
題
に
準
え
て
、
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
捉
え

る
発
想
も
生
ま
れ
て
こ
よ
う
。
張
衡
も
和
帝
・
安
帝
の
頃
に
生
き
た

詩
人
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
福
山
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
土
人
が
男
女
の

情
愛
を
詠
み
は
じ
め
る
先
艇
と
し
て
張
衡
を
捉
え
る
こ
と
は
妥
当
で
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ま
た
「
棄
婦
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
『
詩
経
』
に
す
で
に
あ
り
、
「
棄

婦
」
を
借
り
て
放
逐
さ
れ
た
臣
下
の
情
を
い
う
例
は
『
楚
辞
』
に
も

見
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
女
性
形
象
(
「
棄
婦
」
「
山
山
婦
」
「
寡
婦
」

な
ど
)
が
後
漢
か
ら
建
安
の
文
学
に
は
特
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
福
山
氏
が
採
り
上
げ
た
会
詠
以
外
の
作
で
も
、
た
と
え
ば
曹

植
が
「
浮
芹
篇
」
や
「
棄
婦
篇
」
な
ど
の
作
で
自
ら
の
不
過
を
棄
婦

に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
、
漢
以
来
の
「
夫
婦
一
体
」
の
理
念
が
浸
透
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
敢
え
て
そ
れ
に
よ
る
効
果
を
狙
っ
た
の
か
も
し
れ

な

U
。

さ
ら
に
「
寡
婦
賦
」
は
西
晋
の
潜
岳
に
よ
っ
て
も
制
作
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
福
山
氏
が
述
べ
る
と
お
り
だ
が
、
そ
れ
以
降
、
同
様
の
作

は
姿
を
消
し
、
梁
の
張
絞
「
妬
婦
賦
」
、
先
唐
の
劉
思
真
「
醜
婦
賦
」

と
い
っ
た
特
殊
な
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
に
な
る
。
先
の
保
科
氏
の
論

で
は
、
前
漢
文
帝
以
来
、
皇
帝
の
籍
回
儀
礼
と
対
を
為
す
よ
う
に
行

わ
れ
た
皇
后
の
親
蚕
儀
礼
で
は
、
皇
帝
の
御
者
で
あ
る
太
僕
の
妻
が

皇
后
の
御
者
を
務
め
て
お
り
、
こ
れ
も
「
夫
婦
一
体
」
思
想
の
反
映

で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
伝
統
は
東
晋
で
は
す
で
に
形
骸
化
し
、
劉

宋
以
降
は
公
卿
婦
人
が
皇
后
の
御
者
を
務
め
る
と
い
う
記
載
が
親
蚕

儀
礼
か
ら
消
え
る
と
い
う
。
保
科
氏
は
こ
の
現
象
を
「
命
婦
」
に
よ

る
女
性
秩
序
の
盤
備
と
の
関
わ
り
か
ら
捉
え
て
い
る
が
、
命
婦
制
度

の
形
成
過
程
と
の
関
わ
り
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
漢
代
以
来
の

制
度
を
支
え
る
「
夫
婦
一
体
」
の
意
識
に
も
、
西
正
日
・
東
晋
問
で
は

変
化
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

思
い
つ
く
ま
ま
拙
い
私
見
を
述
べ
た
が
、
福
山
氏
が
岡
村
繁
氏
の

説
や
波
港
義
浩
氏
の
説
を
補
い
つ
つ
、
可
能
性
を
指
摘
し
た
丁
廃
の

妻
の
よ
う
な
無
名
女
性
の
創
作
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
殴
味
な
言
い
方

し
か
筆
者
に
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
氏
の
言
、
っ
と
お
り
、
全
く
否
定

で
き
る
も
の
で
も
な
い
以
上
、
さ
ら
な
る
検
証
を
続
け
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
福
山
氏
が
第
四
章
で
鴻
岳
の
「
寡
婦
賦
」
(
『
文

選
』
巻
十
六
)
が
丁
腐
の
妻
の
「
寡
婦
賦
」
の
現
存
す
る
六
十
句
の

う
ち
、
二
一
十
六
句
(
う
ち
李
普
注
に
指
摘
す
る
も
の
は
=
一
十
四
匂
)

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
了
底
の
妾

「
寡
婦
賦
」
の
冒
頭
の
六
句
、
「
惟
れ
女
子
の
行
い
有
る
は
、
固
よ
り

歴
代
の
葬
倫
。
父
母
を
辞
し
て
言
に
帰
吉
、
君
子
の
清
塵
を
奉
ず
。

懸
維
の
松
に
附
す
る
が
如
く
、
浮
芹
の
津
に
託
す
る
に
似
た
り
」
に

つ
い
て
は
、
類
似
句
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
李
普
注
で
は
直
接
の
関

わ
り
を
示
さ
な
い
。
さ
ら
に
曹
否
や
主
祭
ら
の
「
寡
婦
賦
」
に
は
こ

の
冒
頭
に
相
当
す
る
教
訓
的
な
内
容
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
福
山
氏

が
ま
と
め
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
賦
の
作
者
に
は
異
論
が
あ
っ
て
、

『
義
文
類
液
」
巻
三
十
四
は
「
貌
丁
底
妻
寡
婦
賦
」
と
し
、
李
普
注



は
「
丁
儀
委
寡
婦
賦
」
、
「
初
学
記
』
巻
十
四
婚
姻
は
冒
頭
の
四
勾
の

み
を
収
載
し
て
「
丁
儀
婦
賦
」
と
す
る
。
さ
ら
に
四
句
め
は
、
曹
植

の
「
出
婦
賦
」
に
「
以
才
薄
之
質
随
、
奉
君
子
之
清
塵
」
(
『
翠
文
類

用
品
』
巻
三
十
)
と
し
て
同
じ
句
が
見
え
る
。
あ
く
ま
で
思
い
つ
き
に

し
か
す
ぎ
な
い
が
、
想
像
を
還
し
く
す
る
と
、
「
出
婦
賦
」
と
も
共

通
す
る
句
を
含
む
冒
頭
四
句
の
み
を
挙
げ
る
『
初
学
記
』
だ
け
を
見

れ
ば
、
教
訓
的
な
内
容
は
寡
婦
に
だ
け
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い

の
で
、
「
丁
儀
の
婦
賦
」
と
す
る
の
も
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
作
が
存
在
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
初
唐
の
文
献
に
見

え
る
記
述
の
違
い
は
、
誤
記
や
誤
認
で
は
な
く
、
「
女
性
」
を
題
材

に
し
た
類
似
作
品
を
、
丁
儀
・
丁
康
が
曹
植
・
曹
歪
ら
と
と
も
に
(
あ

る
い
は
丁
腐
の
妻
の
よ
う
な
無
名
の
女
性
も
含
め
て
)
い
く
つ
も
創

作
し
た
結
果
の
-
つ
の
現
れ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
も
う
一
つ
の
テ
l
マ
「
少
年
・
国
家
」
を
扱
っ
た
第
七
人
・

九
章
を
見
て
み
よ
う
。
第
七
章
「
曹
植
の
「
少
年
」
」
で
は
、
ま
ず

史
記
や
漢
書
な
ど
の
史
書
に
お
い
て
は
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た

遊
侠
の
「
少
年
」
が
、
楽
府
な
ど
の
文
学
テ
ク
ス
ト
で
は
そ
の
美
的

価
値
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
、
先
行
研
究
に
も

9
 

8
 

害

言干

と
づ
い
て
示
し
た
上
で
、
曹
植
の
作
品
に
お
け
る
「
少
年
」
像
を
検

証
し
て
い
る
。
「
名
都
篇
」
は
、
遊
侠
の
少
年
が
文
学
の
主
題
と
し

て
選
択
さ
れ
て
い
る
点
に
新
し
さ
が
あ
る
と
と
も
に
、
「
永
劫
回
帰
・

循
環
す
る
少
年
の
日
々
」
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
「
「
少
年
」
は
永
遠

に
少
年
の
ま
ま
」
の
「
虚
構
の
存
在
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
に
、

他
の
曹
植
の
作
に
も
通
ず
る
特
徴
が
見
て
取
れ
る
と
す
る
。
「
野
田

黄
雀
行
」
に
お
い
て
も
、
少
年
を
美
的
形
象
と
し
て
肯
定
的
に
描
い

て
お
り
、
「
少
年
が
雀
を
相
手
に
義
侠
友
情
を
示
す
と
い
う
物
語

的
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
独
自
性
が
あ
る
」
と
し
、
「
送
応
氏
」
で
は
、
陥

落
し
た
洛
陽
を
再
訪
し
た
曹
植
の
感
慨
を
詠
う
中
で
、
荒
廃
・
-
衰
退

す
る
も
の
と
対
比
さ
れ
る
「
生
命
力
や
新
生
の
象
徴
」
と
し
て
少
年

が
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
世
田
植
の
「
少
年
」
は
、
正

と
負
(
秩
序
の
維
持
者
と
破
壊
者
)
の
両
面
の
価
値
を
備
え
て
い
る

が
故
に
、
作
品
の
中
で
幅
の
あ
る
存
在
と
な
り
得
て
い
る
と
す
る
。

第
八
背
中
「
曹
植
百
馬
篇
」
考
|
|
「
税
侠
児
」
の
誕
生

l
l」は、

前
章
の
「
少
年
」
を
め
ぐ
る
考
察
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
「
白
馬
筋
」

に
描
か
れ
る
瀞
侠
児
の
も
つ
意
味
や
効
果
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
。
「
白
馬
篤
」
の
前
半
は
誹
侠
少
年
の
私
的
・
遊
興
的
側
面
を
、

後
半
は
憂
国
者
的
側
面
を
描
い
て
お
り
、
従
来
の
「
社
会
秩
序
を
超

越
し
、
個
人
の
自
立
に
立
脚
す
る
存
在
」
か
ら
、
困
難
に
殉
じ
よ
う

と
す
る
少
年
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
る
(
二
一
一
四
頁
)
。
ま
た
こ
う
し
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た
遊
侠
児
像
が
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、
曹
植
が
体
験
に
も
と
づ
く
の

で
は
な
く
、
観
念
の
上
で
「
困
難
」
「
国
憂
」
を
捉
え
る
と
い
う
、

特
徴
的
な
国
家
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
、
結
果
と
し
て
、
「
白

馬
篇
」
で
は
現
実
よ
り
も
理
想
、
個
人
よ
り
も
典
型
に
向
か
う
虚
構

世
界
が
創
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

第
九
章
「
曹
植
と
「
困
難
」
|
|
先
秦
漢
貌
文
学
に
お
け
る
国
家

意
識
の
一
一
由
|
|
」
で
は
、
前
章
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
暫
植

の
国
家
意
識
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
ま
ず
先
秦
か
ら
後
漢
ま
で

の
国
家
意
識
の
諸
相
を
検
証
し
た
上
で
、
曹
植
が
曲
面
操
や
他
の
建
安

詩
人
と
は
異
な
る
国
家
意
識
(
漢
家
意
識
)
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、

国
家
に
殉
じ
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
そ
の
淵
源
を
楚
辞
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
曹
植
以
前
の
文
学
に
お
い
て
は
珍
し
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
高
祖
よ
り
も
光
武
帝
が
優
る
こ
と

を
論
じ
る
「
漢
一
一
祖
優
劣
論
」
に
は
、
曹
植
の
現
実
認
識
の
欠
如
や

ず
れ
が
窺
わ
れ
る
こ
と
、
「
情
詩
」
で
は
男
女
の
情
愛
に
国
家
(
漢
家
)

の
衰
亡
や
戦
乱
へ
の
嘆
き
を
重
ね
て
お
り
、
そ
こ
に
国
家
へ
の
挽
歌

的
な
要
素
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
も
そ
も
曹
植

の
よ
う
に
国
家
衰
滅
自
体
を
題
材
と
す
る
の
が
特
異
な
例
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
先
の
「
白
馬
篇
」
の
検
証
に
お
い
て
も
確
認
し
た
、

曹
植
の
文
学
に
特
徴
的
に
現
れ
る
国
家
意
識
と
「
国
家
へ
の
義
侠
的

な
犠
牲
の
精
神
」
を
再
確
認
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
精
神
は
、
「
憾
慨
」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
「
曲
回
植
が
用
い
る

「
懐
慨
」
は
政
治
参
加
の
志
や
国
家
へ
の
殉
難
の
決
意
に
高
ぶ
る
感

情
を
表
現
し
」
、
か
っ
「
文
筆
表
現
に
伴
、
つ
心
の
昂
ぶ
り
」
を
表
す

例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
曹
植
の
「
憾
慨
」
は
「
言
説
あ
る
い
は

虚
構
の
表
現
活
動
に
街
迫
を
も
た
ら
す
動
因
」
に
な
っ
て
お
り
、
「
政

治
上
の
不
満
や
失
意
の
み
を
曹
植
の
「
懐
慨
」
に
読
み
取
る
の
は
一

面
的
に
過
ぎ
る
」
と
す
る
。
つ
ま
り
「
国
政
へ
の
あ
く
な
き
参
画
の

志
と
言
論
の
力
へ
の
信
頼
、
そ
し
て
「
困
難
」
へ
の
義
侠
心
」
こ
そ

が
、
曹
植
の
「
文
筆
表
現
の
原
動
力
」
と
な
っ
て
い
た
と
論
じ
て
い

る
(
二
六
四
i
一
一
六
五
頁
)
。

以
上
三
章
に
お
け
る
氏
の
「
少
年
」
あ
る
い
は
「
国
家
」
意
識
に

閑
す
る
分
析
は
、
お
よ
そ
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
し
、
絶
望
的

な
現
実
に
対
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
仮
想
現
実
を
設
定
す
る
必
要
が
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
よ
り
卓
越
し
た
文
学
が
創
出
さ
れ
た
と
い
う
点
は

指
摘
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
福
山
氏
が
第
九
章
で
、
曹
植
は
近
代
に

も
通
ず
る
国
家
像
の
典
型
を
作
り
出
し
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
曹

植
の
文
学
に
時
折
、
近
代
的
な
感
覚
や
発
想
を
感
じ
る
の
は
事
実
で

あ
り
、
そ
れ
は
自
己
実
現
の
手
段
と
し
て
文
学
創
作
に
お
い
て
可
能

な
限
り
の
表
現
手
法
を
尽
く
し
た
結
果
で
も
あ
ろ
う
。

論
証
の
内
容
に
特
段
の
異
論
は
な
い
が
、
読
者
と
し
て
気
に
な
っ

た
点
に
少
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
。
七
1
九
章
は
一
続
き
の
テ
!
?



を
扱
つ
て
は
い
る
も
の
の
、
も
と
も
と
別
々
の
論
考
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
記
述
に
重
複
が
生
じ
る
の
は
致
し
方
な
い
し
、
福
山
氏
自
身

も
そ
の
点
は
断
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
重
複
感
が
あ
る
こ
と

は
否
め
な
い
。
そ
の
傾
向
は
第
三
章
と
関
連
し
た
内
容
を
論
じ
る
第

四
・
十
一
章
に
も
や
や
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
の
章
と
し
て
完
結
し
て

い
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、
一
書
と
し
て
読
む
場
合
の
工
夫
が
さ
ら
に

あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
第
九
章
で
「
国
家
へ
の
義
侠
的
な
犠
牲
の
精
神
」
を
表
現
す

る
一
言
葉
と
し
て
、
曹
植
の
「
懐
慨
」
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
り
、
そ

れ
に
対
す
る
福
山
氏
の
分
析
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、
序
章
で
氏

は
「
建
安
の
風
骨
」
の
よ
う
な
建
安
文
学
に
関
わ
る
概
念
や
批
評
語

に
定
論
が
な
い
こ
と
を
、
建
安
文
学
研
究
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
、

「
懐
慨
」
「
消
峻
」
「
通
脱
」
と
い
っ
た
語
も
再
検
討
を
要
す
る
と
し

て
い
る
(
七
頁
)
。
「
懐
慨
」
は
特
に
建
安
文
学
を
象
徴
す
る
言
葉
と

し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
従
来
の
見
解
や
曹
植
以
外
の
詩

人
に
見
え
る
「
懐
慨
」
と
の
比
較
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
て
も
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
、
「
女
性
・
少
年
・
国
家
」
と
い
う
本
書
の
中
心
テ
I
マ
か

ら
は
少
し
そ
れ
は
す
る
が
、
第
二
五
六
・
附
章
に
お
い
て
も
、
建

安
文
学
の
特
質
や
前
後
の
時
代
の
文
学
と
の
連
援
を
考
え
る
上
で

は
、
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容

9

書

評

を
確
認
し
て
い
こ
う
。

第
二
章
「
越
萱
の
詩
賦
に
つ
い
て
」
は
、
越
査
の
詩
賦
の
先
駆
的

側
面
を
検
証
す
る
。
ま
ず
「
窮
鳥
賦
」
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
賦
が
『
後

漢
書
』
本
伝
で
そ
の
直
前
に
付
さ
れ
る
友
人
宛
の
書
簡
と
同
じ
く
私

信
的
性
質
を
備
え
て
お
り
、
「
個
人
的
な
窮
状
を
、
私
的
応
酬
の
場

で
賦
と
し
て
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
を
示
す
例
と
す
る
(
七
四

頁
)
。
察
邑
の
「
翠
鳥
」
詩
や
禰
衡
の
「
殿
鵡
賦
」
な
ど
と
比
較
し
、

後
漢
末
の
詩
人
が
「
烏
の
ア
レ
コ
リ
l
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
姿
を
示

し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
特
に
「
窮
地
に
陥
っ
た
詩
人
の
内
心
の
震

え
を
、
粗
描
な
が
ら
窮
鳥
の
形
象
に
表
現
し
え
た
越
査
の
手
法
は
、

こ
の
時
代
に
あ
っ
て
特
筆
す
べ
き
」
で
あ
り
、
「
貌
晋
の
詩
人
遠
の

描
き
出
し
た
飛
朔
の
メ
タ
フ
ァ
I
に
速
な
る
と
い
う
点
で
意
義
が
あ

る
」
と
す
る
(
七
六
頁
)
。

ま
た
体
制
を
批
判
し
、
土
人
の
不
過
を
嘆
く
「
刺
世
疾
邪
賦
」
に

つ
い
て
は
、
賦
中
に
「
秦
客
」
詩
と
「
魯
生
」
歌
の
ご
篇
の
五
言
詩

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
若
目
す
る
。
賦
中
に
詩
を
詠
む

例
は
趨
萱
以
前
に
も
あ
る
が
、
詩
経
や
楚
辞
型
の
詩
で
あ
り
五
言
詩

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
五
言
詩
が
先
に
挙
げ
た
張
衡
の
作
や
楽
府
な

ど
の
情
詩
と
は
異
な
り
、
「
賦
と
同
じ
よ
う
に
士
人
-
個
の
内
面
を

表
白
す
る
様
式
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う

点
で
、
詩
史
上
の
意
義
が
あ
る
」
と
す
る
(
人
一
頁
)
。
氏
は
抽
出
査
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の
こ
の
こ
作
品
か
ら
、
行
情
的
な
賦
と
詩
と
の
聞
に
大
き
な
距
離
は

な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
こ
と
、
行
情
的
な
五
言
徒
詩
は
必
ず
し

も
楽
府
歌
謡
の
み
を
淵
源
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
好
情
小
賦

か
ら
行
情
詩
へ
と
い
う
別
の
展
開
も
想
定
さ
れ
る
可
能
性
を
提
示
し

て
い
る
。

第
五
章
「
曹
操
「
十
二
月
己
亥
令
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|
文
学
テ

ク
ス
ト
と
し
て
の
「
令
」
|
|
」
は
、
政
治
的
言
説
と
し
て
受
容
さ

れ
て
き
た
曹
操
の
散
文
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
文
学
性
と
後
漢

末
建
安
文
学
に
お
け
る
位
置
付
け
を
、
曹
操
の
散
文
の
大
半
を
占

め
る
「
令
」
と
い
う
文
体
を
対
象
に
考
察
し
て
い
る
。

ま
ず
建
安
年
間
に
三
度
布
告
さ
れ
た
「
求
才
三
令
」
を
と
り
あ
げ
、

そ
の
い
ず
れ
の
令
に
も
強
い
修
辞
性
が
窺
わ
れ
る
こ
と
や
、
先
行
研

究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
令
は
人
材
選
抜
の
た
め
の
令
と
し
て
の
実
効
性

が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
書
き
た
い
こ
と
を
書
き
た
い

よ
う
に
書
い
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
建

安
十
五
年
(
一
一
一

O
)
に
布
告
さ
れ
た
「
十
二
月
己
亥
令
」
を
採
り

上
げ
、
こ
の
一
文
は
、
前
半
は
政
権
内
外
に
自
ら
の
立
場
を
弁
解
し

よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
「
簡
潔
な
物
語
性
、

私
的
感
慨
や
告
白
ス
タ
イ
ル
を
も
」
っ
た
自
伝
的
内
容
で
あ
る
の
に

対
し
、
後
半
は
国
家
纂
奪
の
野
心
が
あ
る
と
誹
務
中
傷
す
る
者
に
対

し
、
そ
の
意
志
が
な
い
こ
と
を
典
故
や
故
事
を
用
い
て
弁
明
す
る
内

容
で
あ
り
、
前
後
半
で
書
き
方
が
異
な
る
点
を
氏
は
指
摘
す
る
。
そ

し
て
そ
の
途
い
は
曹
操
に
よ
っ
て
意
識
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
令
は
、
「
命
令
的
指
令
的
言
語
で
あ
る
以
上
に
、
合

意
性
の
高
い
一
言
語
で
あ
る
点
に
こ
そ
、
そ
の
特
質
を
見
る
べ
き
」
だ

と
す
る
(
一
五
人
頁
)
。
ま
た
そ
の
根
底
に
は
、
「
様
々
な
言
説
に
よ
っ

て
肥
大
化
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
曹
操
像
に
対
し
、
表
現
の
位
相
に

お
い
て
「
等
身
大
」
の
自
己
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
、
市
日
操
自
身
の

試
み
」
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

第
六
章
「
曹
植
の
四
言
詩
に
つ
い
て
」
は
、
曹
植
の
「
責
拐
詩
」
「
応

詔
詩
」
「
朔
風
詩
」
の
三
篇
の
四
言
詩
を
分
析
し
、
そ
の
特
徴
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
文
帝
市
日
歪
に
捧
げ
、
自
ら
の
窮
状
を
打
開
し
よ

う
と
し
た
「
責
拐
詩
」
は
、
直
接
的
に
は
前
漢
の
章
玄
成
の
「
自
劾

詩
」
を
ふ
ま
え
、
前
半
の
ご
十
八
句
ま
で
は
曹
操
、
市
首
否
を
称
え
て

い
る
が
、
二
十
九
句
目
以
降
の
後
半
は
自
ら
の
境
過
を
中
心
に
詠
じ

て
い
る
点
を
挙
げ
、
「
公
的
・
教
訓
的
な
漢
代
の
長
篇
四
言
詩
を
ふ

ま
え
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
様
式
と
は
む
し
ろ
逆
に
、
首
植
と
い

う
個
の
心
理
葛
藤
や
激
情
を
詠
出
」
し
て
い
る
詩
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
(
一
八
八
頁
)
。
同
じ
く
曹
歪
に
献
呈
し
た
「
応
詔
詩
」

に
も
、
詩
経
の
句
に
独
自
の
ひ
ね
り
を
加
え
、
よ
り
先
鋭
な
対
比
に

置
き
換
え
る
手
法
を
採
用
し
た
り
、
曹
植
の
五
言
詩
に
特
徴
的
な
写

景
句
を
詩
の
冒
頭
に
置
く
技
法
を
凹
言
詩
に
は
あ
え
て
採
ら
ず
、
詩



経
に
特
徴
的
な
修
辞
法
(
興
や
リ
フ
レ
イ
ン
)
を
意
識
的
に
忌
避
し

た
り
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
と
す
る
。
一
方
、
上
記
二
篇
の
よ
う

な
献
呈
詩
で
は
な
い
「
朔
風
詩
」
に
は
、
「
四
言
独
特
の
簡
直
な
言

い
回
し
ゃ
文
脈
の
屈
曲
、
抽
象
的
・
象
徴
的
な
叙
述
」
が
か
え
っ
て

見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
二
八
八
頁
)
、
暫
植
独
特
の
手
法
を
あ

ぶ
り
出
し
て
い
る
。

附
章
「
智
康
の
「
述
志
詩
」
1
1
1
建
安
文
学
の
集
成
と
し
て
|
|
」

は
、
「
正
始
に
連
接
す
る
建
安
の
文
学
の
様
々
な
テ
ク
ス
ト
が
織
り

込
ま
れ
た
作
品
」
で
あ
る
時
四
康
の
「
述
志
詩
」
を
中
心
に
検
討
を
加

え
て
い
る
。
「
述
志
詩
」
第
一
首
は
、
身
を
潜
め
て
時
を
待
つ
「
潜
龍
」
、

天
空
を
刻
る
「
焦
鵬
」
、
そ
の
飛
朔
を
阻
害
す
る
「
網
羅
」
と
い
っ

た
複
数
の
メ
タ
フ
ァ

l
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
構
図
か
ら
、

「
過
ぎ
て
峻
切
を
為
す
」
(
『
詩
品
』
)
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
智
康
の
峻

烈
な
意
志
の
力
が
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
。
「
潜
龍
」
「
焦
鵬
」
の
モ
チ
ー

フ
は
、
曹
植
の
「
雷
同
志
」
詩
を
ふ
ま
え
て
お
り
、
「
焦
鵬
」
と
「
網
羅
」

に
つ
い
て
は
、
直
接
の
句
作
り
は
曹
歪
の
「
善
哉
行
」
を
、
イ
メ
ー

ジ
は
何
曇
「
言
志
」
詩
を
意
識
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
積
極
的
な

超
俗
の
意
志
は
仲
長
統
の
「
述
志
詩
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
さ

ら
に
仲
長
統
が
ふ
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
後
漢
末
の
脇
炎
「
見
志
詩
」

に
も
飛
朔
が
描
か
れ
て
お
り
、
替
康
と
は
直
接
の
継
承
関
係
は
見
ら

れ
な
い
も
の
の
、
勝
炎
か
ら
建
安
詩
人
を
経
て
智
康
に
至
る
ま
で
の
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飛
湖
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
。

ま
た
志
を
表
明
す
る
内
容
を
も
つ
も
の
は
、
漠
代
は
詩
だ
け
で
な

く
賦
に
多
く
見
え
、
「
述
志
詩
」
は
い
わ
ゆ
る
屈
原
以
来
の
賢
人
失

志
の
賦
の
内
容
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
詩
と
賦
が
近
か
っ
た
漠
代
の

文
人
は
賦
作
の
成
果
を
詩
作
に
生
か
し
て
い
る
が
、
西
晋
以
降
、
詩

と
賦
が
弁
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
本
来
賦
が
詠
じ
て
い
た
こ
の

種
の
テ
1
7
は
詩
作
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
く
と
い
う
(
三
六
三

頁
)
。
こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
鵬
炎
か
ら
脅
康
ま
で
を
賢
人

失
志
の
賦
に
淵
源
を
も
つ
ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
群
と
し
て
括
り
、

替
康
「
述
志
詩
」
を
「
建
安
文
学
の
一
集
成
」
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る
。

第
二
章
と
附
章
は
前
後
の
時
代
の
文
学
と
建
安
文
学
と
の
連
接
と

い
う
視
点
か
ら
考
察
を
展
開
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、

第
三
章
の
趨
査
ら
の
作
に
見
え
る
「
鳥
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
は
貌
晋
の

詩
人
の
飛
刻
の
メ
タ
フ
ァ

l
に
繋
が
る
と
い
う
指
摘
や
、
あ
る
い
は

附
章
の
廊
炎
か
ら
智
康
ま
で
の
志
を
表
明
す
る
詩
に
は
通
底
す
る
飛

翻
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
の
指
摘
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

第
二
章
に
つ
い
て
言
え
ば
、
越
宣
の
賦
が
賦
中
に
五
言
詩
を
挿
入
す

る
点
で
形
式
的
に
新
し
い
要
素
を
備
え
て
お
り
、
士
人
の
内
商
を
表

白
す
る
内
容
を
も
っ
と
い
っ
た
「
文
学
表
現
の
画
期
性
」
に
つ
い
て

は
首
肯
で
き
る
が
、
民
間
歌
謡
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
「
行
情
小
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賦
か
ら
好
情
詩
へ
」
と
展
開
す
る
「
士
人
の
五
言
詩
が
形
成
確
立

す
る
道
筋
」
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
説
明
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
賦
中
の
詩
歌
に
、
従
来
見
ら
れ
た
詩
経
型
や
楚
辞
型
で
は
な

く
、
よ
り
説
得
的
、
効
果
的
な
手
段
と
し
て
五
言
詩
型
を
越
宣
は
採
っ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
点
で
趨
萱
に
と
っ
て
の
五
言
詩
は
ど
う

い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
、
柳
川
順
子
氏
が
精
力
的
に
論

じ
て
い
る
古
詩
群
の
成
立
の
問
題
な
ど
と
も
絡
め
て
、
さ
ら
に
検
討

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
漢
末
・
建
安
時
期
の
詩
と

賦
は
大
差
の
な
い
内
容
を
詠
む
よ
う
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
指

摘
の
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
詩
と
賦
と
を
詠
じ
分
け

て
お
り
、
結
局
彼
ら
は
両
者
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
も
気
に
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
五
章
の
菅
訴
の
散
文
、
第
六
章
の
曹
植
の
四
言
詩
に
つ
い
て
の

考
察
は
、
い
ず
れ
も
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル
を
超
越
し
た
表
現
法
を
曹

操
、
曲
田
植
と
も
創
出
し
え
た
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。
た

だ
、
第
五
章
に
つ
い
て
福
山
氏
は
「
散
文
史
へ
の
位
置
づ
け
は
別
の

課
題
」
と
断
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
欲
を
言
え
ば
、
「
令
」
に
限
ら
ず
、

曹
操
の
散
文
に
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
ま
た
曹
操
の

「
書
き
た
い
こ
と
を
書
き
た
い
よ
う
に
書
く
」
文
学
を
継
承
し
た
曹

植
や
そ
の
後
の
散
文
作
品
と
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
も
、
建
安
文

学
と
そ
の
後
の
時
代
の
連
接
を
考
え
る
上
で
、
ひ
と
こ
と
言
及
さ
れ

て
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

後
漢
や
正
始
の
文
学
と
建
安
文
学
と
の
連
接
や
、
建
安
文
学
と
女

性
と
の
関
わ
り
な
ど
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
の
検

証
を
試
み
た
本
書
に
は
、
示
唆
に
富
む
見
解
も
少
な
く
な
い
。
以
上
、

的
外
れ
な
意
見
に
終
始
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
気
付
い
た
点
を
思

い
つ
く
ま
ま
挙
げ
る
こ
と
で
評
者
と
し
て
の
責
め
を
塞
ぎ
た
い
。

¥
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(
1
)

保
科
季
子
「
漢
代
の
女
性
秩
序
|
|
命
婦
制
度
淵
源
考
」
(
『
東

方
学
』
一

O
入
、
二
O
O
四
年
)
。
こ
の
論
の
前
提
と
な
る
皇
后
の
権

威
が
後
漢
初
期
に
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
は
、
保

科
季
子
「
天
子
の
好
惑
|
|
漠
代
の
儒
教
的
皇
后
論
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
六
十
一
二
、
二

O
O
二
年
)
、
金
子
修
一
「
中
国
古
代
的
皇

后
之
地
位
」
(
『
中
国
史
研
究
』
ニ
O
、一一
O
O
二
年
)
が
あ
る
。

(
2
)

前
掲
保
科
氏
「
漠
代
の
女
性
秩
序
|
|
命
婦
制
度
淵
源
考
」

三
十
九
頁
。

(
3
)

従
来
は
皇
帝
あ
る
い
は
男
性
に
限
ら
れ
て
い
た
訴
、
哀
策
、
碑
な

ど
が
、
後
漢
以
降
、
皇
后
、
公
主
あ
る
い
は
女
性
に
対
し
て
も
替
か



れ
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
「
夫
婦
一
体
」
の
理
念
の

ひ
と
つ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

(
4
)

前
掲
保
科
氏
「
渓
代
の
女
性
秩
序
|
|
命
婦
制
度
淵
源
考
」

二
十
二
・
二
十
三
三
十
一
頁
。

(
5
)

た
と
え
ば
大
平
幸
代
「
女
と
門
風
|
|
『
世
説
新
語
』
に
お
け
る

話
柄
と
し
て
の
姿
」
(
『
ジ
エ
ン
ダ
ー
か
ら
み
た
中
国
の
家
と
女
』
、

関
西
中
国
女
性
史
研
究
会
編
、
東
方
香
底
、
二

O
O四
年
)
で
分
析

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
晋
以
降
の
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
は
、
妻
が

実
家
と
婚
家
の
家
門
の
力
関
係
を
背
負
う
形
で
現
れ
る
例
も
あ
り
、

従
来
と
は
捉
え
方
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
か
ら
も
想
像
さ
れ

る。

(
6
)

た
と
え
ば
、
少
し
古
い
も
の
に
は
な
る
が
、
後
藤
秋
正
氏
の
「
曹

植
に
お
け
る
懐
慨
に
つ
い
て
」
(
「
語
学
文
学
』
十
六
、
北
海
道
教
育

大
学
語
学
文
学
会
、
一
九
七
八
年
)
な
ど
が
あ
る
。

(
7
)

柳
川
順
子
『
漠
代
五
言
詩
歌
史
の
研
究
」
(
創
文
社
、
二

O
二
二
年
)
。
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