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本
研
究
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
泉
鏡
花
と
中
国
文
学
と
の
関
係
を
作
家
研
究
と
作
品
研
究
の
両
面
か
ら
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。
鏡
花
と
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
や
鏡
花
文
学
に
お
け
る
中
国
文
学
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
た

上
で
、
各
時
代
に
お
け
る
鏡
花
の
中
国
文
学
受
容
の
様
相
や
特
徴
を
、
具
体
的
な
作
品
に
即
し
た
典
拠
の
解
明
や

対
照
分
析
を
通
し
て
論
じ
た
。
鏡
花
の
中
国
文
学
受
容
は
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、
主
と
し

て
中
国
文
学
か
ら
の
素
材
を
作
品
の
一
部
と
し
て
摂
取
し
て
い
た
が
、
明
治
四
十
年
代
頃
か
ら
大
正
十
年
代
頃
に

わ
た
っ
て
、
中
国
文
学
、
特
に
中
国
の
志
怪
小
説
を
は
じ
め
と
し
た
怪
異
文
学
に
対
す
る
翻
案
を
集
中
的
に
行
っ

て
い
た
。
し
か
も
、
明
治
早
期
の
中
国
文
学
受
容
と
そ
れ
以
降
の
受
容
の
あ
り
方
、
明
治
四
十
年
代
頃
の
翻
案
と

大
正
十
年
代
の
翻
案
の
あ
り
方
に
は
、
取
材
に
お
い
て
も
、
翻
案
の
手
法
に
お
い
て
も
際
立
っ
て
相
違
が
見
ら
れ

る
。
以
下
、
各
章
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
か
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
く
。 

序
章
で
は
、
鏡
花
が
中
国
の
古
典
文
学
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
、
漢
籍
蔵
書
が
大
変
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
、
自

ら
中
国
文
学
の
翻
案
を
行
っ
た
こ
と
、
近
世
文
学
に
お
け
る
中
国
文
学
の
翻
案
物
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
と

い
う
四
つ
の
面
か
ら
中
国
文
学
に
親
炙
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
論
証
し
、
本
研
究
に
取
り
掛
か
る
背
景
を
明
ら

か
に
し
た
。
次
い
で
、
鏡
花
文
学
と
中
国
文
学
と
の
関
係
を
論
じ
た
諸
先
行
研
究
を
概
観
し
、
論
文
の
構
成
、
目

的
及
び
研
究
方
法
を
提
示
し
た
。 

前
の
二
章
は
、
作
家
研
究
的
に
鏡
花
と
中
国
文
学
と
の
関
係
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
鏡
花

と
中
国
文
学
と
の
関
係
、
特
に
鏡
花
の
漢
学
的
素
養
を
中
心
に
考
察
し
た
。
第
一
節
で
は
、
時
代
背
景
を
視
野
に

入
れ
な
が
ら
、
幼
年
時
代
の
家
庭
や
学
校
に
お
け
る
教
育
、
青
年
時
代
か
ら
身
辺
に
い
る
友
人
や
師
の
尾
崎
紅
葉

か
ら
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
鏡
花
は
幼
少
期
か
ら
家
庭
内
で
四
書
五
経
に
触
れ
、
学
校
に
入
っ
て
か

ら
も
当
時
の
学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
の
漢
文
教
育
を
受
け
た
。
一
方
、
草
双
紙
類
を
介
し
て
中
国
の
志
怪
小
説

な
ど
の
古
典
文
学
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
こ
の
近
世
文
学
嗜
好
は
後
の
鏡
花
の
漢
籍
読
書
趣
向
や
翻
案
創
作
に

も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
青
年
期
に
は
、
師
の
尾
崎
紅
葉
の
読
書
趣
味
や
、
笹
川
臨
風
を
は
じ
め
中
国
文
学

に
造
詣
が
深
い
友
人
か
ら
の
学
識
か
ら
吸
収
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
節
で
は
、
長
谷
川

覺
が
記
し
た
「
泉
鏡
花
蔵
書
目
録
」
に
基
づ
き
、
鏡
花
の
漢
籍
蔵
書
に
つ
い
て
調
査
し
、
鏡
花
蔵
書
に
お
け
る
漢

籍
、
中
国
文
学
に
関
係
す
る
日
本
文
学
な
ど
を
精
査
し
た
。
鏡
花
蔵
書
に
中
国
文
学
が
相
当
な
比
重
を
占
め
て
い

る
。
周
知
の
李
長
吉
、「
李
杜
」、
王
昌
齢
、
岑
参
と
い
っ
た
辺
塞
詩
人
の
詩
集
や
詩
論
書
な
ど
を
幅
広
く
所
有
し
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て
い
こ
と
か
ら
、
漢
詩
に
多
大
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
な
か
で
も
と
り
わ
け
目
を
惹
く
の
は

そ
の
志
怪
小
説
好
尚
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
漢
籍
や
中
国
文
学
に
関
わ
る
和
製
類
書
な
ど
は
鏡
花
の
創
作
の
材
源
と

な
り
、
特
に
そ
の
翻
案
創
作
に
端
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

第
二
章
で
は
、
鏡
花
文
学
に
見
ら
れ
る
中
国
文
学
受
容
や
受
容
の
背
景
を
中
心
に
検
討
し
た
。
鏡
花
文
学
に
お

け
る
中
国
文
学
受
容
は
様
々
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
原
典
に
対
す
る
ア
レ
ン
ジ
の
多
様
性
が
見
ら
れ
る
。
第
一

節
で
は
、
鏡
花
文
学
に
お
け
る
中
国
文
学
受
容
の
起
点
に
つ
い
て
検
討
し
、
中
国
文
学
受
容
の
分
類
と
翻
案
作
品

の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
鏡
花
の
中
国
文
学
受
容
作
品
を
〈
取
材
〉
と
〈
翻
案
〉
に
分
類
し
て
ま
と
め
、

後
の
第
三
章
か
ら
第
五
章
の
考
察
基
盤
を
整
え
た
。
第
二
節
で
は
、
以
上
の
考
察
に
基
づ
き
、
鏡
花
の
中
国
文
学

受
容
、
特
に
翻
案
作
品
が
明
治
三
十
年
代
後
期
か
ら
盛
ん
に
創
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
時
代
背

景
、
鏡
花
の
生
活
状
況
、
文
壇
の
動
向
な
ど
を
視
野
に
入
れ
て
総
合
的
に
考
察
し
た
。
明
治
三
十
年
代
後
期
か
ら

鏡
花
の
作
家
人
生
に
と
っ
て
一
つ
の
転
換
期
・
模
索
期
を
迎
え
、
中
国
文
学
受
容
は
鏡
花
が
そ
れ
を
切
り
抜
け
る

た
め
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。 

第
三
章
で
は
、
明
治
早
期
の
「
琵
琶
伝
」
と
「
白
羽
箭
」
と
い
う
二
つ
の
作
品
を
考
察
対
象
と
し
て
、
鏡
花
の

早
期
創
作
に
見
る
中
国
文
学
取
材
に
つ
い
て
論
じ
た
。
第
一
節
で
は
、「
琵
琶
伝
」
の
典
拠
と
し
て
、『
新
語
園
』

に
あ
る
三
つ
の
鸚
鵡
の
話
を
取
り
上
げ
て
検
証
し
た
上
で
、
本
作
に
お
け
る
「
鸚
鵡
」
の
モ
チ
ー
フ
を
中
国
の
漢

詩
と
関
連
付
け
て
検
討
し
た
。「
琵
琶
伝
」
は
『
新
語
園
』
に
お
け
る
鸚
鵡
の
物
語
か
ら
素
材
や
構
想
を
摂
取
し

つ
つ
、
そ
の
背
景
に
は
漢
詩
に
脈
々
と
詠
ま
れ
て
き
た
悲
劇
的
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二

節
で
は
、
明
治
三
十
六
年
の
「
白
羽
箭
」
を
俎
上
に
置
き
、
作
品
中
の
漢
詩
的
要
素
を
中
心
に
論
述
し
た
。
題
に

使
わ
れ
て
い
る
「
白
羽
箭
」
は
摩
利
支
天
に
奉
納
す
る
神
矢
で
あ
る
と
同
時
に
、
戦
争
の
残
酷
さ
を
象
徴
す
る
武

具
で
あ
る
と
い
う
一
面
を
、
李
白
の
「
北
風
行
」
な
ど
の
漢
詩
に
対
す
る
考
察
を
通
し
て
究
明
し
た
。
更
に
、「
白

羽
箭
」
に
三
度
も
引
用
さ
れ
た
漢
詩
「
塞
下
曲
」
の
内
容
に
即
し
、
作
品
分
析
を
し
た
。
作
品
を
貫
く
こ
の
詩
が

小
説
の
歴
史
的
基
盤
と
な
る
会
津
戦
争
の
史
実
、
物
語
の
展
開
、
主
人
公
の
心
境
の
変
化
な
ど
と
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
以
上
の
両
作
に
対
す
る
考
察
を
通
し
て
、
鏡
花
の
早
期
中
国
文
学
受
容
は
作

品
全
体
に
対
す
る
翻
案
で
は
な
く
、
主
と
し
て
部
分
的
な
取
材
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

第
四
章
と
第
五
章
は
、
鏡
花
の
明
治
期
と
大
正
期
の
中
国
文
学
翻
案
を
対
象
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
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章
で
は
、
明
治
時
代
後
期
の
翻
案
作
品
の
「
知
つ
た
ふ
り
」「
か
し
こ
き
女
」「
妙
齢
」「
画
裡
」
を
取
り
上
げ
、

作
品
の
原
典
の
解
明
や
作
品
の
成
立
、
翻
案
の
態
度
と
手
法
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
対
照
分
析
を
し
た
。
「
知

つ
た
ふ
り
」
論
で
は
、
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
原
典
に
つ
い
て
検
証
し
、「
陽
羨
書
生
」
の
話
は
『
続
斉

諧
記
』、「
梵
志
吐
壺
」
の
話
は
『
法
苑
珠
林
』、「
ス
カ
ー
リ
ヤ
王
の
話
」
は
『
全
世
界
一
大
奇
書
』
に
そ
れ
ぞ
れ

素
材
を
求
め
た
こ
と
を
検
証
し
た
。「
か
し
こ
き
女
」
論
で
は
、『
法
苑
珠
林
』
巻
七
十
五
に
お
け
る
「
婦
與
琢
銀

児
相
通
喩
」
の
ほ
か
、
作
品
中
に
挿
入
さ
れ
る
『
韓
非
子
』「
李
季
浴
矢
」
の
話
も
新
た
な
典
拠
と
し
て
挙
げ
た
。

そ
の
上
で
、「
李
季
浴
矢
」
の
話
の
役
割
、「
閨
門
の
鉄
条
網
」
の
表
現
に
つ
い
て
論
述
し
た
が
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、

能
動
的
に
婚
姻
の
「
鉄
条
網
」
を
破
り
、
危
機
か
ら
身
を
守
る
よ
う
な
女
性
が
「
か
し
こ
き
女
」
と
見
な
さ
れ
る

一
方
、
妻
を
私
有
物
と
し
て
閉
じ
込
め
る
よ
う
な
男
は
結
局
騙
さ
れ
る
愚
か
者
と
す
る
鏡
花
の
批
判
が
読
み
取
れ

る
。
「
妙
齢
」
論
で
は
、
将
来
夫
人
と
し
て
手
に
入
れ
る
た
め
、
国
王
が
三
歳
の
幼
女
を
過
酷
な
環
境
に
幽
閉
し

て
い
る
内
容
か
ら
、
女
の
子
を
「
完
璧
」
な
「
秘
蔵
」
さ
れ
る
女
と
し
て
解
読
し
た
。
そ
の
中
に
明
治
時
代
に
な

っ
て
は
じ
め
て
現
れ
た
「
良
妻
賢
母
」
の
表
現
か
ら
良
妻
賢
母
思
想
へ
の
批
判
、
男
女
の
自
由
の
恋
愛
を
唱
え
る

よ
う
な
主
張
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
第
四
節
は
、
鏡
花
の
早
期
の
中
国
文
学
翻
作
品
に
見
る
「
芸
」
に
対
す
る
見

方
を
、
中
国
文
学
に
言
及
し
た
紀
行
、
評
論
な
ど
も
参
考
し
つ
つ
検
討
し
た
。
そ
の
上
で
、
画
師
が
自
由
に
絵
の

中
の
幻
想
世
界
と
現
実
世
界
を
出
入
り
す
る
こ
と
を
題
材
に
し
た
翻
案
作
品
の
「
画
の
裡
」
を
取
り
上
げ
、
原
典

と
対
照
し
な
が
ら
、
鏡
花
の
芸
道
観
・
怪
異
観
に
つ
い
て
論
じ
た
。 

第
五
章
で
は
、
大
正
時
代
に
お
け
る
三
つ
の
翻
案
作
品
「
十
三
娘
」「
雨
ば
け
」「
光
籃
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
一
節
で
は
、
「
十
三
娘
」
を
原
典
の
「
老
人
化
猿
」、
「
老
人
化
猿
」
の
典
拠
と
見
な
さ
れ
る
「
越
女
論
剣
」
の

話
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
典
拠
分
析
を
し
た
。
「
十
三
娘
」
は
「
老
人
化
猿
」
の
話
を
軸
に
し
つ
つ
も
、
そ
の
原
典

で
あ
る
『
呉
越
春
秋
』
の
「
越
女
論
剣
」
の
話
も
参
照
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
越
女
の
剣
術
観
を
吸
収
し
、
新
た

な
女
剣
侠
伝
を
描
き
出
し
て
い
る
。
更
に
、
以
上
の
素
材
に
日
本
固
有
の
庚
申
信
仰
や
厩
猿
信
仰
も
巧
妙
に
絡
ま

せ
つ
つ
、
猿
が
化
し
た
老
翁
が
十
三
娘
の
道
を
遮
る
こ
と
が
合
理
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
話
は
多
元
的
な
興
趣
を

呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
節
の
「
雨
ば
け
」
の
場
合
は
二
つ
の
典
拠
作
品
を
交
錯
的
に
絡
ま
せ
、
原
作
に
な

い
「
缺
釣
瓶
」
の
設
定
、
「
白
菌
」
か
ら
「
黄
茸
」
へ
、
驢
馬
か
ら
「
青
牛
」
へ
の
改
変
な
ど
で
、
巧
み
に
素
材

を
統
括
し
て
い
る
。
ま
た
、
鏡
花
は
話
の
中
に
日
本
の
釣
瓶
落
し
伝
承
、
自
身
の
経
歴
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
雨
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に
対
す
る
詩
想
な
ど
を
織
り
込
み
、
新
た
な
一
篇
に
仕
上
げ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
三
節
で
取
り
扱
っ
た
「
光
籃
」

も
利
用
す
る
典
拠
が
一
つ
の
材
料
に
満
足
せ
ず
、
中
国
文
学
や
日
本
の
民
俗
芸
能
か
ら
の
素
材
を
複
合
的
に
生
か

し
て
い
る
。
中
国
の
月
伝
説
と
し
て
、「
桂
林
韓
生
」
の
話
の
構
想
を
骨
子
と
し
、
そ
の
上
に
、「
鄭
仁
本
表
弟
」

に
あ
る
「
玉
斧
修
月
」
の
伝
説
や
「
楊
隠
之
」、「
王
先
生
」
の
話
に
お
け
る
月
の
形
を
整
え
る
幻
想
譚
も
摂
取
し

て
い
る
。
以
上
の
素
材
を
大
正
時
代
に
流
行
っ
て
い
た
日
本
の
民
俗
芸
能
の
安
来
節
に
託
し
な
が
ら
、
お
盆
に
行

わ
れ
る
「
川
施
餓
鬼
」
や
「
流
れ
灌
頂
」
と
い
う
供
養
儀
式
も
吸
収
し
て
い
る
の
で
、
本
作
に
至
っ
て
は
、
典
拠

の
痕
跡
は
す
っ
か
り
薄
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

最
後
に
、
本
研
究
で
究
明
し
た
こ
と
を
改
め
て
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
本
研
究
の
限
界
と
今
後
の
課
題
を
提
示

し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
泉
鏡
花
と
い
う
作
家
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
中
国
文
学
か
ら
の
影
響
は
看
過
で
き
な
い
要
素

で
あ
る
。
作
家
生
涯
の
出
発
期
で
あ
る
明
治
二
十
年
代
後
期
か
ら
、
近
世
文
学
を
介
し
て
中
国
文
学
か
ら
の
素
材

を
生
か
し
た
創
作
や
漢
詩
を
借
用
し
て
自
分
の
思
想
を
託
す
操
作
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
明
治
四
十
年
代
頃

か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
発
表
し
た
一
連
の
翻
案
作
品
は
時
期
に
よ
っ
て
顕
著
に
翻
案
の
度
合
い
や
手
法
が
異

な
り
、
作
家
と
し
て
の
成
長
や
創
作
に
見
ら
れ
る
変
貌
が
見
受
け
ら
れ
る
。
明
治
時
代
の
翻
案
は
利
用
す
る
素
材

が
単
一
の
場
合
が
多
く
、
「
秘
蔵
」
さ
れ
る
女
か
ら
「
姦
通
」
す
る
女
へ
の
転
化
と
い
う
テ
ー
マ
へ
の
執
着
が
強

か
っ
た
の
に
対
し
、
大
正
時
代
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
題
材
に
対
す
る
拘
り
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
多
様
な
怪
異

素
材
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
日
本
の
風
土
、
芸
能
、
民
俗
的
要
素
を
巧
み
に
翻
案
に
融
合
さ

せ
、
翻
案
手
法
は
原
話
を
文
学
化
し
よ
う
と
す
る
創
作
意
欲
が
強
く
な
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。
大
正
期
の
鏡
花

翻
案
は
次
第
に
翻
案
と
い
う
枠
組
み
か
ら
脱
出
し
、
あ
る
構
想
に
基
づ
き
、
多
種
多
様
な
材
料
に
対
す
る
取
捨
選

択
や
綯
交
ぜ
を
行
い
、
新
た
な
作
品
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
い
の
で
あ
る
。 

鏡
花
の
中
国
文
学
受
容
作
品
は
必
ず
し
も
鏡
花
文
学
の
中
で
代
表
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
明
治
二
十
年

代
か
ら
三
十
年
以
上
わ
た
っ
た
創
作
行
為
と
し
て
見
る
場
合
、
決
し
て
等
閑
視
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。 


