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〈
大
会
発
表
要
旨
〉

◆
和
田
英
信
　
李
白
の
詩
に
つ
い
て
　
碩
学

銭
鍾
書
は
、
中
国
古
典
詩
に
は
〈
唐
詩
〉
と
〈
宋

詩
〉
の
二
大
様
式
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
唐
を

代
表
す
る
詩
人
李
白
と
杜
甫
の
両
者
は
と
も
に

〈
唐
詩
〉
の
完
成
者
で
あ
り
、
か
つ
杜
甫
は
〈
宋

詩
〉
の
開
拓
者
で
も
あ
っ
た
。
今
回
の
発
表
で

は
、
現
代
に
お
け
る
李
白
詩
研
究
の
可
能
性
に

つ
い
て
、
現
段
階
で
考
え
る
と
こ
ろ
の
一
端
を

述
べ
た
。
一
つ
は
、
李
白
と
杜
甫
と
の
対
照
研

究
。
李
白
に
お
け
る
〈
唐
詩
〉
的
な
も
の
、
杜

甫
に
お
け
る
〈
宋
詩
〉
的
要
素
の
内
実
を
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
古
典
詩
の
あ
り
か

た
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解

す
る
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
つ

目
に
は
、
李
白
集
に
少
な
か
ら
ず
見
い
だ
さ
れ

る
文
字
の
異
同
に
つ
い
て
。
現
存
の
李
白
集
に

は
李
白
自
身
に
よ
る
改
訂
の
過
程
に
あ
る
と
思

し
き
も
の
が
少
な
か
ら
ず
残
存
し
て
い
る
。
テ

ク
ス
ト
生
成
の
過
程
に
目
を
止
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
た
な
作
品
の
読
み
の
可
能
性
が
認

め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
三
つ
目
に
は
、
李

白
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
。
優
れ
た
作
品
ほ
ど
多

様
な
読
み
の
可
能
性
を
内
包
す
る
。
作
品
を

丁
寧
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
李
白
詩
の

豊
饒
を
さ
ら
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず

だ
。
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
作
品
の
読
み
を

深
め
る
こ
と
こ
そ
が
究
極
の
目
標
で
あ
る
こ
と

は
動
か
な
い
。

◆
伊
藤
さ
と
み
　
中
国
語
選
択
疑
問
文
の

情
報
構
造
　
文
の
情
報
構
造
（
既
知
／
新
情

報
、
話
題
／
焦
点
）
は
、
韻
律
に
反
映
さ
れ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
焦
点
は
ス
ト
レ

ス
で
具
現
化
さ
れ
る
（S

elkirk 1984

）
／
ス

ト
レ
ス
を
持
た
な
け
れ
ば
、
焦
点
で
は
な
い

（S
ch
w
arzsch

ild 1999

）、
と
一
般
化
さ
れ

て
き
た
。
本
発
表
で
は
、
選
択
疑
問
文
と
選
言

疑
問
文
の
情
報
構
造
に
つ
い
て
、
中
国
語
の
例

文
容
認
度
と
音
声
デ
ー
タ
か
ら
論
じ
た
。

ま
ず
、
選
択
疑
問
文
〝
ｐ
还
是
ｑ
〞
に
つ
い

て
は
、
選
択
肢
部
分
で
は
、
不
定
名
詞
句
が
現

れ
に
く
く
、
裸
名
詞
句
は
既
知
の
解
釈
を
受
け

る
一
方
で
、
選
択
肢
部
分
を
話
題
化
で
き
な
い

こ
と
か
ら
、
既
知
情
報
の
焦
点
で
あ
る
と
述
べ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
閻
錦
婷
等 

２
０
１
４
の

音
韻
的
研
究
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
。
次
に
、
選

言
疑
問
文
〝
ｐ
或
者
ｑ
吗
〞
で
も
、
同
じ
よ
う

な
文
法
的
制
約
や
音
韻
的
特
徴
が
み
ら
れ
る
こ

と
を
デ
ー
タ
の
分
析
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に

し
、
中
国
語
の
選
択
疑
問
文
と
選
言
疑
問
文

は
、
形
式
上
の
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
他
に
は

あ
ま
り
違
い
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
最
後

に
、
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
両
疑
問
文
の

意
味
に
つ
い
て
、
従
来
提
案
さ
れ
て
き
た
意
味

形
式
は
問
題
が
あ
り
、
新
し
い
意
味
形
式
の
提

案
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。

〈
例
会
発
表
要
旨
〉

◆
趙
美
子
　
曹
丕
と
曹
植
―
史
実
と
作
品
を

め
ぐ
っ
て
―
　
本
発
表
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え

て
、
曹
丕
と
曹
植
に
関
す
る
若
干
の
史
実
と
作

品
を
再
検
討
し
、
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
従
来

の
解
釈
の
見
直
し
を
試
み
た
。
建
安
年
間
の
曹

丕
と
曹
植
は
、
詩
文
の
唱
和
や
日
常
の
や
り

取
り
を
よ
く
し
て
お
り
、
一
貫
し
て
親
し
い
関

係
を
保
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
後
継
争
い
」

は
、
二
人
の
関
係
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な

か
っ
た
。
曹
丕
即
位
後
、
曹
植
を
迫
害
し
よ
う

と
す
る
こ
と
が
な
く
、
逆
に
同
母
弟
で
あ
る
曹

植
に
特
別
な
配
慮
を
払
い
続
け
た
と
言
え
る
。
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曹
植
は
朝
廷
の
使
者
を
脅
迫
し
た
こ
と
や
、
言

動
を
慎
ま
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
何
回
も
罪

を
奏
上
さ
れ
た
が
、
比
較
的
軽
い
処
罰
に
と
ど

ま
っ
た
り
、
実
質
的
な
処
罰
を
受
け
な
く
て
済

ん
だ
。
そ
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
曹
丕
の

庇
護
は
無
視
で
き
な
い
。
曹
植
の
作
品
に
も
、

兄
曹
丕
へ
の
真
摯
な
感
情
が
見
ら
れ
る
。
以
上

を
通
じ
て
曹
丕
と
曹
植
の
関
係
の
実
相
を
探
っ

た
結
果
、
二
人
の
間
に
関
係
の
起
伏
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
兄
弟
の
情
愛
は
変
わ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
、
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。

◆
福
島
俊
子
　
老
舎
『
黒
白
李
』
読
解
―

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
社
会
改
革
論
の
挫
折
？

―
　
老
舎
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
は
二
つ
の
要

素
が
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
は
教
義
へ
の
信
奉

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
社

会
改
革
を
目
指
し
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
入

信
直
後
の
活
発
な
活
動
、
特
に
教
会
の
中
国
化

に
代
表
さ
れ
、
初
期
作
品
に
も
そ
の
反
映
が
見

え
る
が
、
五
年
に
亘
る
英
国
滞
在
を
経
て
、
帰

国
後
の
三
十
年
代
半
ば
頃
に
は
こ
れ
を
断
念

し
、
そ
の
後
ペ
ン
を
武
器
に
抗
日
戦
線
に
参
加

し
た
。
発
表
で
は
老
舎
の
入
信
経
緯
と
教
会
の

中
国
化
活
動
を
略
説
し
た
後
、
一
九
三
四
年
発

表
の
『
黒
白
李
』
の
本
文
を
引
用
し
つ
つ
、
そ

の
読
解
を
試
み
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
と
自
己

犠
牲
で
弟
の
身
代
わ
り
に
処
刑
さ
れ
た
兄
、
社

会
主
義
思
想
の
影
響
を
受
け
暴
動
を
起
こ
し
た

弟
、
こ
の
双
方
に
老
舎
自
身
の
投
影
を
見
た
。

日
本
の
中
国
侵
攻
の
激
化
に
伴
い
、
キ
リ
ス
ト

教
に
よ
る
社
会
改
革
で
中
国
を
救
う
こ
と
の
限

界
を
悟
り
、
老
舎
の
若
き
日
の
志
は
挫
折
し
た
。

こ
れ
を
兄
に
、
ま
た
新
な
る
救
国
の
道
へ
と
向

か
う
老
舎
の
意
志
と
希
望
を
弟
に
見
た
。『
黒

白
李
』
は
、
作
者
が
執
筆
当
時
の
自
ら
の
思
想

的
転
換
を
表
現
し
た
小
説
で
あ
る
と
読
み
解
い

た
。◆

大
西
由
美
子
　「
舜
子
変
」
に
つ
い
て
―

舜
子
説
話
の
日
中
に
お
け
る
変
遷
―
　「
舜
子

変
」
は
、
帝
舜
の
説
話
を
語
り
物
と
し
て
発
展

さ
せ
た
敦
煌
変
文
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
の
経

緯
や
変
遷
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
各
文
献

の
舜
説
話
に
つ
い
て
内
容
を
比
較
し
た
。
そ
し

て
舜
の
徳
を
称
え
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
『
史

記
』『
孟
子
』
等
の
「
史
記
系
」
と
、〝
継
子
い

じ
め
〞
に
あ
っ
て
も
孝
を
尽
く
す
孝
子
を
描
く

『
法
苑
珠
林
』「
舜
子
変
」
等
の
「
孝
子
譚
系
」

と
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
関
連

す
る
漢
代
の
画
象
石
や
北
魏
墓
漆
棺
画
等
を
紹

介
し
た
。
ま
た
、
日
本
に
残
る
舜
説
話
も
こ
の

二
系
統
に
大
別
さ
れ
る
が
、
内
容
や
表
現
に
は

若
干
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
更
に
「
舜

子
変
」
に
於
い
て
歴
山
で
舜
を
助
け
て
耕
作

す
る
「
群
猪
」
と
「
百
鳥
」
が
、
元
代
の
『
全

相
二
十
四
孝
詩
選
』
で
は
「
象
」
と
「
禽
」
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
『
御

伽
草
子
』
や
長
瀞
の
寶
登
山
神
社
な
ど
江
戸
時

代
に
建
て
ら
れ
た
各
地
の
寺
社
建
築
に
は
、
舜

が
「
象
」
と
「
鳥
」
と
共
に
表
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
言
及
し
た
。

◆
水
津
有
理
　
詩
人
と
妹
、「
妹
」
た
ち
―

北
宋
・
王
安
石
作
品
を
中
心
に
―
　
北
宋
の
詩

人
・
王
安
石
（
一
〇
二
一
―
一
〇
八
六
）
に
は

二
人
の
異
母
兄
と
四
人
の
弟
の
他
に
三
人
の
妹

が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
士
大
夫
の
家
庭
に
嫁
し
て

い
る
。
王
家
の
女
性
た
ち
は
王
安
石
の
母
、
妹

た
ち
、
ま
た
娘
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
詩
才
に
恵
ま

れ
て
い
た
こ
と
が
当
時
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、

王
安
石
の
集
に
は
詩
題
に
そ
れ
ら
妹
の
名
の
み

え
る
も
の
が
十
三
首
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

は
全
て
既
婚
の
、
も
し
く
は
嫁
ぐ
妹
に
寄
せ
た

作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
三
人
の
妹
た
ち
の
な
か
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で
も
と
り
わ
け
長
妹
で
あ
る
文
淑
に
寄
せ
た
応

酬
詩
か
ら
は
、
兄
と
妹
の
詩
の
応
酬
が
十
分
に

活
発
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
推
察
で

き
る
。
本
発
表
は
、
王
安
石
が
彼
女
ら
に
宛
て

て
書
い
た
作
品
を
「
妹
」
文
学
の
一
つ
と
し
て

読
み
、
北
宋
に
至
る
ま
で
の
「
妹
」
文
学
（
妹
、

も
し
く
は
姉
妹
に
寄
せ
た
詩
文
）
の
系
譜
を
た

ど
る
と
と
も
に
、
王
安
石
の
文
学
と
妹
た
ち
と

の
関
わ
り
、
ま
た
北
宋
末
期
以
降
の
士
大
夫
の

家
庭
出
身
の
女
性
詩
人
（
詞
人
）
の
登
場
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
初
期
的
な
考
察
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

◆
泰
田
利
栄
子
　
童
蒙
教
育
書
の
系
譜
―
ど

ん
な
子
供
に
、
何
を
教
え
て
き
た
の
か
？
―
　

中
国
で
は
、
古
代
か
ら
童
蒙
教
育
が
重
要
視
さ

れ
て
き
た
。「
童
蒙
教
育
」
と
は
、
幼
く
、
ま

だ
道
理
の
分
か
ら
な
い
子
供
を
教
育
す
る
こ
と

を
指
し
、「
童
蒙
教
育
書
」
は
そ
の
た
め
の
書

物
を
指
す
。
本
発
表
で
は
、
童
蒙
教
育
書
の

三
つ
の
発
展
段
階
で
あ
る
唐
代
と
五
代
以
前
を

「
黎
明
期
」、
宋
代
か
ら
清
代
中
葉
ま
で
を
「
発

展
期
」、
清
代
中
葉
以
降
を
「
転
換
期
」
と
定

義
し
、
各
段
階
に
お
け
る
代
表
的
な
教
育
書
に

つ
い
て
「
ど
ん
な
子
供
に
、
何
を
教
え
て
き
た

の
か
」
と
い
う
点
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の
系
譜

を
整
理
し
た
。「
黎
明
期
」
の
『
蒼
頡
篇
』『
急

就
篇
』
等
は
識
字
教
育
書
と
し
て
の
役
割
が
強

く
、
王
侯
貴
族
や
一
部
の
史
官
だ
け
が
読
む
も

の
だ
っ
た
が
、「
発
展
期
」『
百
家
姓
』『
三
字

経
』
の
頃
に
な
る
と
、
対
象
者
の
裾
野
が
一
般

層
へ
と
広
が
り
、
内
容
も
徐
々
に
規
範
教
育
の

色
彩
を
帯
び
て
専
門
化
し
た
。「
転
換
期
」
に

は
、
そ
れ
ま
で
の
「
博
学
重
視
」
か
ら
「
倫
理

道
徳
教
育
重
視
」
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
る
と
言

わ
れ
る
『
弟
子
規
』
が
登
場
し
た
、
と
い
っ
た

よ
う
に
、
代
表
的
な
書
物
の
内
容
と
、
時
代
に

よ
る
読
者
層
の
広
が
り
と
を
確
認
し
た
。

◆
董
子
華
　
謝
朓
詩
に
お
け
る
空
間
意
識
　

謝
朓
の
山
水
景
物
を
描
く
詩
は
、
常
に
「
望
郷
」

の
思
い
を
表
し
、
目
の
前
の
山
水
景
物
を
眺
め

な
が
ら
、
建
康
す
な
わ
ち
「
京
邑
」
を
懐
か
し

む
こ
と
を
固
定
的
な
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
彼
は
宣
城
に
い
た
頃
、
山
水
詩
を
多
く

作
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
詩
に
は
、「
望
郷
」

の
思
い
だ
け
で
は
な
く
、
隠
逸
へ
の
憧
れ
も
し

ば
し
ば
現
れ
て
い
る
。
隠
逸
と
は
、
山
や
森
な

ど
の
人
里
離
れ
た
場
所
に
住
む
こ
と
で
あ
る
と

一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し

謝
朓
の
隠
逸
観
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
の
隠
逸

へ
の
憧
れ
と
「
望
郷
」
の
思
い
と
は
矛
盾
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
謝
朓
は
詩
に
山
水
景
物

を
描
く
と
き
、
自
分
の
心
象
を
も
表
し
、
景
と

情
の
融
合
す
る
審
美
的
空
間
を
作
っ
て
い
る
。

こ
の
審
美
的
空
間
の
描
き
方
か
ら
、
彼
の
「
京

邑
」
に
対
す
る
認
識
や
彼
の
隠
逸
と
「
望
郷
」

と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
。
本
発
表
は
、
謝
朓
の
宣
城
期
の
詩
を
中

心
に
し
て
、
詩
に
お
け
る
空
間
の
描
き
方
、「
京

邑
」
に
対
す
る
意
識
、「
望
郷
」
の
思
い
、
と

い
う
三
者
の
関
係
を
考
察
し
、
謝
朓
詩
に
お
け

る
空
間
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
。

◆
阿
部
沙
織
　
華
人
女
性
作
家
の
自
伝
的

作
品
に
お
け
る
「
華
人
性
（
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ

ネ
ス
）」
に
つ
い
て
―
徳
齢
、
凌
叔
華
を
例
と

し
て
―
　
本
報
告
で
は
、
西
太
后
の
通
訳
兼

女
官
を
務
め
た
徳
齢
の
自
伝
『
童
年
回
憶
録

（K
ow

tow

）』（
一
九
二
九
年
）
に
焦
点
を
当

て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
と
も
言
え
る
女
性
意
識

の
表
出
や
、
過
剰
に
描
か
れ
る
父
親
と
言
及
さ

れ
な
い
母
親
の
存
在
な
ど
を
指
摘
し
、
徳
齢
の

性
別
・
民
族
・
東
西
・
階
級
を
め
ぐ
る
複
雑
な

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
迫
る
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端
緒
と
し
た
。
ま
た
、
同
様
に
中
国
か
ら
海
外

に
居
を
移
し
英
語
で
自
伝
を
書
い
た
凌
叔
華
の

『
古
韻
（A

ncient M
elodies

）』（
一
九
五
三
年
）

と
も
簡
単
な
比
較
を
試
み
、
華
人
女
性
作
家
が

海
外
で
自
身
と
故
国
を
語
る
際
に
ど
の
よ
う
に

「
華
人
性
（
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
ネ
ス
）」
を
表
象
す

る
の
か
、
両
者
の
作
品
に
共
通
点
は
あ
る
の
か

に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
両
者
は
中
国
の
封
建

制
の
女
性
に
対
す
る
抑
圧
を
告
発
す
る
と
い
う

共
通
項
を
持
ち
な
が
ら
も
、
徳
齢
は
そ
の
抑
圧

を
一
品
官
で
あ
る
父
親
の
権
威
の
庇
護
の
も
と

跳
ね
返
す
と
い
う
ね
じ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
品
に
表
出
し
て
い
る
こ

と
、
一
方
の
凌
叔
華
は
語
る
す
べ
を
持
た
な
い

母
親
世
代
の
声
を
拾
い
上
げ
女
性
の
連
帯
を
実

現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

報
告
後
フ
ロ
ア
か
ら
は
凌
叔
華
の
渡
英
後
の

作
品
に
文
体
の
変
化
は
あ
っ
た
の
か
な
ど
の
質

問
を
い
た
だ
く
な
ど
、
未
熟
な
報
告
に
対
し
少

な
か
ら
ぬ
示
唆
に
溢
れ
る
ご
意
見
を
賜
っ
た
。

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
但
継
紅
　「
偶
然
」
か
ら
必
然
へ
：
翟
永

明
と
「
白
夜
」
―
（
知
識
人
へ
の
）
自
由
な
公

共
空
間
提
供
の
重
要
性
―
　
一
九
九
八
年
五

月
、
中
国
の
成
都
市
玉
林
西
路
に
、
現
代
女
流

詩
人
の
翟
永
明
に
よ
っ
て
、
一
軒
の
バ
ー
「
白

夜
」
が
開
か
れ
、
十
年
後
に
成
都
市
寛
狭
巷
子

に
移
転
し
た
後
も
続
い
て
い
る
。

「
白
夜
」
開
店
に
は
、
詩
人
で
あ
る
翟
永
明

の
経
済
的
自
立
を
求
め
る
理
由
が
あ
っ
た
も
の

の
、
ま
も
な
く
詩
の
朗
読
会
を
は
じ
め
、
幅
広

く
文
学
、
映
画
、
戯
曲
、
音
楽
な
ど
の
芸
術
イ

ベ
ン
ト
を
頻
繁
に
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
、
中

国
に
お
け
る
文
壇
サ
ロ
ン
、
文
化
サ
ロ
ン
の
様

相
を
な
し
て
き
た
。

現
在
で
は
、
中
国
国
内
で
影
響
力
を
持
つ
代

表
的
知
識
人
た
ち
の
、
自
由
な
文
化
的
公
共
空

間
と
し
て
、
成
都
市
の
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
に
も

な
っ
て
い
る
。

翟
永
明
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
白
夜
」
の
開

店
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
の
多
く
は
、「
偶
然
」
か

ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
「
偶
然
」

の
つ
ら
な
り
に
潜
む
、
詩
人
の
思
い
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

本
発
表
で
は
、「
白
夜
」
の
文
脈
と
し
て
、

い
く
つ
か
の
「
偶
然
」
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ

の
「
偶
然
」
の
背
景
に
あ
る
詩
人
と
し
て
の
翟

永
明
を
読
み
解
き
、「
白
夜
」
の
文
化
的
意
味

と
役
割
を
考
察
す
る
。
こ
れ
は
、
翟
永
明
の
作

品
を
読
む
上
で
も
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
こ

と
と
考
え
る
。

〈
修
士
論
文
要
旨
〉

◆
鈴
木
結
香
　
比
較
否
定
文
〝
没
有
〞〝
不

如
〞〝
比
不
上
〞
の
比
較
―
評
価
機
能
と
比
較

値
の
有
無
か
ら
の
分
析
―
　

現
代
中
国
語
に
お
い
て
、
比
較
否
定
文
を
表

す
語
句
は
い
く
つ
か
あ
り
、
主
に
〝
没
有
〞〝
不

如
〞〝
比
不
上
〞
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

比
較
否
定
文
を
比
較
し
た
論
文
は
い
く
つ
か
見

ら
れ
る
が
、
文
の
構
造
や
語
用
機
能
で
の
分
析

が
多
く
、
文
脈
の
背
景
や
前
後
関
係
を
含
め
た

比
較
を
し
て
い
る
も
の
が
少
な
い
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
前
後
の
文
脈
や
背
景
知
識
が
分
か
る

小
説
コ
ー
パ
ス
か
ら
例
文
を
集
め
、
第
二
章
で

は
山
田
（
２
０
１
０
）
の
評
価
機
能
の
考
え

に
基
づ
き
、〝
没
有
〞〝
不
如
〞〝
比
不
上
〞
を

中
立
叙
述
型
と
修
正
強
調
型
に
分
類
し
、
第
三

章
で
は
比
較
値
の
有
無
の
偏
り
方
か
ら
三
つ
の

比
較
否
定
文
の
違
い
を
見
る
。
ニ
ュ
ア
ン
ス
や

使
用
法
の
比
較
と
比
較
値
の
有
無
の
偏
り
方
か

ら
、
比
較
否
定
文
〝
没
有
〞〝
不
如
〞〝
比
不
上
〞

の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
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◆
寺
澤
貴
恵
　
明
治
期
に
お
け
る
女
子
用
漢

文
教
科
書
の
調
査
―
女
子
用
特
有
の
教
材
を
中

心
に
―
　
明
治
期
の
漢
文
教
科
書
研
究
に
お
い

て
、
女
子
用
教
科
書
に
関
す
る
研
究
は
数
少
な

い
。
先
行
研
究
で
は
、
木
村
淳
氏
が
『
明
治
漢

文
教
科
書
集
成
』
補
集
Ⅱ
別
冊
Ⅰ
で
、
興
文
社

編
『
訂
正
新
定
漢
文
』
と
同
編
『
新
定
漢
文
　

女
子
用
』（
以
下
『
女
子
用
』）
を
比
較
し
、『
女

子
用
』
特
有
の
傾
向
を
、
女
子
の
登
場
す
る
教

材
の
増
加
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
『
女
子
用
』
に
採
録
さ
れ
た

教
材
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
人
物
の
登
場
し

な
い
、
心
得
の
よ
う
な
内
容
も
あ
る
。
こ
れ
を

仮
に
「
女
子
の
心
得
に
関
す
る
教
材
」
と
し
た
。

そ
し
て
、『
検
定
済
教
科
用
図
書
表
』
に
見
ら

れ
る
教
科
書
を
調
査
し
、
こ
の
教
材
の
性
格
を

明
ら
か
に
し
た
。
加
え
て
詩
教
材
の
女
子
用
特

有
の
性
格
も
明
ら
か
に
し
た
。

調
査
の
結
果
、
女
子
の
心
得
に
関
す
る
教
材

の
多
く
は
『
女
四
書
』
等
を
出
典
と
し
た
女
訓

的
性
格
を
持
つ
と
分
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
本

を
出
典
と
し
た
教
材
に
は
、「
家
」
に
関
す
る

教
材
が
見
ら
れ
た
。

詩
教
材
は
、
女
子
の
登
場
す
る
教
材
や
女
子

の
心
得
に
関
す
る
教
材
に
関
連
し
た
内
容
が
見

ら
れ
た
。
ま
た
、
簡
野
編
の
教
科
書
の
み
梁
川

紅
蘭
の
詩
が
採
録
さ
れ
て
い
た
。
簡
野
は
女
子

高
等
師
範
学
校
の
漢
文
教
師
で
あ
り
、
女
子
の

読
書
力
低
下
を
嘆
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
女
生

徒
を
啓
蒙
す
る
意
図
の
も
と
詩
才
に
優
れ
た
紅

蘭
の
詩
を
採
用
し
た
と
考
え
た
。

◆
汪
燕
妮
　
現
代
中
国
語
に
お
け
る
〝
除

非
〞
条
件
文
の
意
味
分
析
　〝
除
非
〞
条
件
文

は
論
理
関
係
に
よ
り
、
順
条
件
文
と
逆
条
件

文
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
順
条
件
文
の
場

合
、
条
件
が
成
立
す
る
と
結
果
が
生
じ
る
。
結

果
単
文
に
標
識
マ
ー
カ
ー
が
必
ず
現
れ
、〝
除

非
〞
は
二
つ
の
否
定
演
算
子
〝
除
〞
と
〝
非
〞

か
ら
構
成
さ
れ
、
条
件
単
文
に
作
用
す
る
。
こ

の
場
合
、
標
識
マ
ー
カ
ー
と
見
ら
れ
る
〝
才
〞、

〝
要
想
〞、〝
要
〞、〝
想
〞
が
同
じ
タ
イ
プ
に
な

る
。
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
条
件
文

の
場
合
、
条
件
が
成
立
す
る
と
、
結
果
単
文
に

現
れ
た
事
件
が
発
生
し
な
く
な
る
。
標
識
マ
ー

カ
ー
と
見
ら
れ
る
単
語
が
存
在
す
る
が
、
必
ず

現
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
省
略
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
。〝
除
非
〞
は
一
つ
の
否
定
演
算
子
と
し

て
条
件
単
文
に
作
用
す
る
。

意
味
論
の
場
合
、〝
除
非
〞
反
事
実
条
件
文

の
真
理
値
を
検
討
す
る
た
め
に
、
真
実
世
界
に

到
達
で
き
な
い
か
、
ま
た
は
遠
い
世
界
モ
デ
ル

を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〝
除
非
〞
必

要
十
分
条
件
文
の
条
件
が
成
立
す
る
時
、
結
果

は
必
ず
生
じ
る
。
逆
か
ら
推
論
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。〝
除
非
〞
反
事
実
条
件
文
も
〝
除
非
〞

必
要
十
分
条
件
文
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。

◆
鄒
喬
生
　
会
話
に
お
け
る
中
国
語
の
主
語

省
略
に
つ
い
て
　
本
稿
で
は
、
会
話
を
中
心
に

中
国
語
の
主
語
省
略
現
象
に
つ
い
て
考
察
し
、

認
知
語
用
論
の
面
か
ら
省
略
に
か
か
る
制
約
要

因
と
主
語
省
略
の
語
用
的
効
果
を
明
ら
か
に
す

る
。

　
主
語
省
略
に
か
か
る
制
約
要
因
と
し
て
、
コ

ン
テ
ク
ス
ト
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。
中
に
は
、

即
時
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
背
景
的
コ
ン
テ
ク
ス

ト
が
存
在
し
、
本
稿
で
は
、
即
時
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
要
素
を
発
話
文
脈
要
素
と
直
示
的
要
素
の

二
つ
に
、
背
景
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
要
素
を
、
人

物
関
係
、
話
者
情
緒
、
共
有
知
識
の
三
つ
に
分

け
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
を
行
う
。

　
主
語
省
略
に
影
響
を
与
え
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト

は
一
つ
だ
け
で
な
く
、
い
く
つ
か
選
択
で
き
る
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コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
が
あ

る
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
選
択
は
、
可
視
化
の
程

度
に
関
連
し
、
即
時
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
よ
り
、

背
景
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
方
が
可
視
化
が
弱

く
、
聞
き
手
の
意
識
に
活
性
化
さ
れ
に
く
い
。

　
な
お
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
主
語
省
略
に

は
、
主
に
二
つ
の
語
用
的
効
果
が
見
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
発
話
の
焦
点
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す

る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
表
現
を
最
適

化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
近
況
報
告
等
〉

◆
加
藤
三
由
紀
　
阪
本
ち
づ
み
著
作
集
『
張

恨
水
の
時
空
間
―
中
国
近
現
代
大
衆
小
説
研

究
』（
勉
誠
出
版
）　
本
学
会
に
尽
力
さ
れ
た
阪

本
ち
づ
み
さ
ん
（
二
〇
一
六
年
逝
去
）
の
仕
事

が
、
人
生
を
と
も
に
さ
れ
た
牧
陽
一
さ
ん
の
編

集
で
、
く
っ
き
り
と
形
に
な
っ
た
。
あ
と
が
き

は
詩
に
綴
っ
た
牧
さ
ん
の
恋
文
で
あ
る
。

論
者
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
だ
っ
た
張
恨
水
は
「
中
国

の
寛
一
お
宮
を
作
っ
た
」
が
、
そ
の
ヒ
ー
ロ
ー

は
日
本
の
寛
一
と
違
っ
て
「
賈
宝
玉
の
伝
統
を

忠
実
に
受
け
継
い
だ
」
お
坊
ち
ゃ
ま
だ
っ
た
。

こ
ん
な
ふ
う
に
近
現
代
中
国
文
学
を
語
っ
て
く

れ
る
研
究
者
は
他
に
い
な
い
。
論
文
か
ら
、
往

事
の
読
者
が
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
頁
を
繰
る
姿

ま
で
目
に
浮
か
ぶ
。
メ
デ
ィ
ア
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、

装
置
と
し
て
の
病
な
ど
、
モ
ダ
ン
な
切
り
口
で

浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
張
恨
水
の
時
空
間
は
、
私

た
ち
の
世
界
に
繋
が
る
。
同
時
代
文
学
論
や
北

京
滞
在
期
の
エ
ッ
セ
イ
も
、
沢
野
ひ
と
し
の
挿

絵
が
文
を
彩
り
、
中
国
の
市
井
に
生
き
る
文
化

の
魅
力
を
語
っ
て
い
る
。

も
っ
と
書
き
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
阪
本
さ

ん
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
に
連
な
る
「
胡
山
源
と

小
姐
作
家
」（
本
会
報
二
十
九
号
交
流
欄
）
も

論
文
に
な
っ
て
い
れ
ば
と
、
悔
し
く
寂
し
い
。

中
国
大
衆
小
説
へ
の
扉
を
開
い
た
本
書
が
多
く

の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
。


