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る

融

合

性

木
屑
は
、
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日
、
広
島
の
「
二
日
会
」
筑
七
回
定
例
会
に

於
て
行
っ
た
講
潟
の
遠
記
録
で
あ
る
。
標
踵
の
如
き
問
題
は
、
学
問
的
立
場
か
ら

は
、
そ
う
軽
軽
に
論
断
出
来
る
は
す
の
も
の
で
は
な
く
、
私
自
身
も
今
猶
、
此
の
間

国
を
深
く
追
究
し
得
て
お
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
そ
の
会
の
性
質
上
、
厳
密
な
る

学
術
的
講
演
を
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
、
軽
い
気
特
で
、
思
い
つ
き
を
話
し
た

ま
で
の
も
の
が
、
本
篇
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
だ
か
ら
読
者
諸
氏
も
、
軽
い
気
持

で
読
み
捨
て
て
下
さ
れ
ば
、
そ
れ
で
結
構
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
万
が
一
に
も
、
此

の
類
の
問
題
に
つ
い
て
侍
所
し
ょ
う
と
す
る
八
人
に
と
っ
て
本
笛
が
一
片
の
捨
石

に
で
も
な
り
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
全
く
望
外
の
幸
で
あ
る
。

(
三
〇
・
六
・
二
九
)

私
は
、
藤
原
さ
ん
l
C
頼
ま
れ
ま
し
た
と
き
、
一
つ
い
「
中
国
文
学
に
お
け
る
融
合
性
」
ど

い
う
疆
空
し
く
お
き
ま
し
た
も
の
の
、
あ
と
で
考
え
て
み
ま
す
と
、
な
か
!
＼
困
難
な

問
題
で
あ
り
ま
し
て
大
変
因
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
と
思
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
更

致
し
方
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
概
略
私
の
考
を
申
し
上
げ
ま
し
よ
う
。

文
学
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
大
変
な
問
題
で
し
て
昔
か
ら
ど
こ
の

国
で
も
、
大
変
む
づ
か
し
小
間
再
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
簡
単
な
言
葉
で
述
べ
る
こ
と

申
国
文
学
に
於
け
る
融
合
性
〔
斯
波
〕

波

六

は
、
と
て
も
出
来
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
文
学
と
い
う
も
の
は
、
要
す
る
に
、
人
生
を
し
み

ん
1
と
味
わ
う
も
の
だ
と
思
う
で
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
世
の
中
の
こ
と
を
、
た
だ
素
通

り
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
く
か
み
し
め
て
、
そ
の
味
を
じ
っ
く
り
と
味
わ
い
、
そ
し
て
そ

れ
を
文
字
に
表
わ
し
た
も
の
が
、
文
学
作
品
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

読
者
は
作
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
し
み
声
＼
と
人
生
と
い
う
も
の
を
、
味
わ
っ

て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
人
生
の
味
わ
い
を
表
わ
し
ま
す
の
に
、
味
わ
い
を
味
わ
い
の
ま
ま
表
わ
す

行
き
方
と
、
も
う
一
つ
は
、
味
わ
い
の
結
果
得
た
と
こ
ろ
の
一
つ
の
真
理
と
思
わ
れ
る
も

の
を
、
主
義
主
張
と
い
う
形
に
し
ま
し
て
、
そ
の
主
義
主
張
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
に
、

重
点
を
お
く
行
き
方
と
が
あ
る
か
と
思
う
の
で
あ
舟
ま
す
。
前
者
を
、
鬼
は
任
掴
文
学
と

名
づ
け
、
後
者
を
主
張
文
学
と
名
づ
け
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
国
の
文
学
に
お
き
ま

し
て
、
い
わ
ゆ
る
寓
文
の
形
、
拐
文
と
申
し
ま
し
て
も
、
普
通
わ
れ
/
＼
が
言
う
詩
の
外

に
、
斌
・
詞
な
ど
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
大
体
、
低
禍
文
学
で
あ
り
、
普
通
散
文
と
言
わ
・

れ
で
あ
る
も
の
の
大
部
分
が
、
主
張
文
学
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
主
張
文
学
と
い
う

も
の
は
、
と
か
く
遺
徳
と
か
あ
る
い
は
政
治
な
ど
と
、
結
び
つ
き
や
す
い
性
質
を
持
っ
て

お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

文
学
と
政
治
あ
る
い
は
道
徳
と
の
関
係
、
こ
れ
ま
た
古
今
東
西
い
つ
で
も
間
置
に
な
る

の
で
あ
り
ま
し
て
、
文
学
と
い
う
も
の
は
、
独
自
の
も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
、
あ
る

-

.



中
田
文
学
に
於
け
る
融
合
性
〔
斯
波
〕

い
は
、
政
治
と
結
び
つ
く
べ
き
も
の
だ
、
あ
る
い
は
、
置
徳
と
結
び
つ
く
べ
き
も
の
だ
、

と
い
ろ
′
′
＼
な
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
中
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
湊
の
時
代
即
ち
西
暦
紀

元
前
後
一
世
紀
、
二
世
紀
ご
ろ
の
文
学
は
、
大
体
に
於
で
、
こ
れ
は
道
徳
に
隷
屈
し
た
文

学
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
三
世
紀
ご
ろ
に
、
規
の
、
あ
の
有
名
な
曹
操
、
こ
の
人
は
.
主

と
し
て
武
将
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
ま
た
か
っ
た
の
で
あ
わ
ま
し

て
、
実
は
す
ぐ
れ
た
文
学
者
で
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
肯
學
こ
そ
誓
言
薫
、
り
首

の
親
子
三
人
が
中
心
に
な
っ
て
、
非
常
に
文
学
の
琴
.
.
穴
に
力
を
冥
し
ぢ
?
㌻
霊
芸
喜
一
。

そ
の
こ
ろ
に
始
め
て
純
文
学
と
い
う
も
の
の
停
曇
霊
烹
三
正
た
?
三
官
三
与
圭
、
芭

損
の
子
供
の
不
と
い
う
人
の
言
葉
に
、
文
学
の
早
雲
は
示
茸
軍
手
と
も
言
う
べ
き
も
の
‥
ン

あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
、
「
文
章
琵
琶
岩
大
窯
㍉
不
朽
の
些
事
な
り
。
」
と
い
う
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
あ
の
西
洋
の
「
台
は
短
い
け
れ
ど
も
、
芸
術
は
長
い
。
」
と
い

う
こ
と
と
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
だ
と
解
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
風
に
、
魂
の
時
代

か
ら
、
文
学
は
独
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ー
l
ま
す
が
、
そ
の
後
ま
た
道
徳
、
政

治
と
か
ら
み
あ
っ
て
、
す
っ
と
変
遷
し
て
采
て
お
り
ま
す
。
も
し
文
学
と
い
う
も
の
が
、

佃
か
と
か
ら
み
あ
わ
た
く
て
は
な
ら
な
い
、
極
端
に
言
え
ば
、
伺
か
の
奴
隷
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
の
な
ら
ば
、
こ
れ
は
政
治
の
奴
隷
に
な
る
よ
り
も
、
遺
徳
の
奴
隷
に
な
っ
た

方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
政
治
の
奴
隷
に
な
り
ま
す
と
、
文
学
.

は
政
治
の
宣
伝
機
関
に
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
政
治
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
遺
徳
の
奴
隷
に
な
り
ま
す
と
、
遺
徳
の
立
場
か
ら
、
政
治
を
批
判
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
政
治
の
善
い
悪
い
に
拘
わ
ら
ず
、
文
学
が
た
だ
政
治
の
宣
伝
機
関
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
と
、
世
の
中
の
よ
り
一
層
の
進
歩
と
い
う
こ
と
は
、
望
ま
れ
ま
せ
ん
。
と
こ

ろ
が
、
文
学
が
道
徳
に
隷
屈
し
ま
す
と
、
ほ
か
の
立
場
か
ら
、
即
ち
道
徳
の
.
立
場
か
ら
、

政
治
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
こ
う
な
れ
ば
、
社
会
の
進
歩
に
貢
献
す
る
所

が
多
く
な
り
ま
し
ょ
う
。

さ
て
文
学
は
人
生
を
味
わ
う
も
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
表
わ
す
か
ど
い
う
立
場

か
ら
み
ま
す
と
、
さ
き
に
申
し
た
低
銅
文
学
と
主
張
文
学
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
が
、
然
ら
ば
、
そ
れ
を
書
き
ま
す
時
に
、
ど
う
い
う
題
材
を
と
る
か
と
い
う
点

二

か
ら
、
こ
れ
を
考
え
ノ
し
み
ま
す
と
、
作
者
が
、
誰
も
気
す
か
な
い
人
生
の
一
面
を
鋭
く
把

握
し
て
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
生
の
本
当
.
の
姿
が
あ
る
の
だ
と
い
う
風
に
、
そ
れ
を

描
写
叙
述
し
ま
し
て
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
読
者
に
人
生
を
ま
ぎ
!
＼
と
昧
わ

せ
る
行
き
方
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
、
だ
れ
で
も
知
っ
て
お
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
、
前

に
も
だ
れ
か
が
言
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
も
う
一
べ
ん
取
り
上
げ
て
、
今
さ
ら
の
よ
う
に
読

者
に
人
世
を
嘆
わ
せ
る
と
い
う
行
き
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
牒
新
し
い
材
料
を
取

つ
/
し
行
く
行
き
方
と
、
古
い
材
料
を
も
う
一
ペ
ん
取
り
上
げ
る
行
き
方
と
の
二
つ
が
あ
る

の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
中
国
の
文
学
、
何
千
年
来
の
作
品
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
中
国
文
学

〇
憲
莞
仲
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
目
新
し
い
境
地
を
開
拓
し
て
ゆ
く
と
い
う
璋
極
的
な

算
力
は
、
J
J
土
て
′
払
わ
れ
て
い
な
い
で
、
古
い
も
の
、
従
来
も
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と

を
、
何
べ
ん
で
も
窪
返
し
て
招
骨
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
一
つ
の
特
色
を
持
っ
て
お
る
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
守
り
に
、
前
の
人
の
言
っ
た
こ
と
を
、
あ
る
い
は
、
だ
れ
で
も

知
っ
て
お
る
こ
と
を
、
更
に
取
り
上
げ
/
」
、
も
う
一
ぺ
ん
八
人
に
じ
か
に
味
わ
せ
る
に

は
へ
ど
う
し
て
も
衣
規
の
上
で
工
夫
を
こ
ら
し
三
台
か
な
く
て
は
、
八
は
相
手
に
し
て
く

れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
中
国
の
文
学
に
お
き
ま
し
て
は
、
表
現
の
工
夫
と
い
う
こ
と
に
、

大
変
骨
を
折
る
の
で
あ
り
ま
す
。

元
来
、
文
学
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
新
し
い
題
材
を
寅
う
に
し
ま
し
て
も
、
表
現
の

問
題
を
抜
き
に
し
く
は
、
成
立
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
文
学
は
、
円
容
が
主
か
、
形
式

が
主
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
古
今
い
す
れ
の
暗
、
東
西
い
ず
れ
の
国
で
も
、
よ
く
問
題
に

せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
表
甥
の
工
夫
を
全
然
や
ら
な
い
も
の
は
、
こ
れ
は

文
学
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
文
学
の
発
達
を
調
べ
た
人
は
、
だ
れ
で
も
す
ぐ
気
す
く

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
文
学
の
ま
だ
十
分
進
歩
し
て
い
な
い
時
代
に
は
、
筋
書
き
、
つ
ま

り
話
の
進
み
と
い
う
も
の
に
の
み
興
味
薗
持
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
が

相
当
発
達
し
ま
す
と
、
筋
書
き
よ
り
も
、
い
か
に
巧
み
に
表
現
し
て
お
る
か
と
い
う
こ
と

に
、
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
つ
/
し
か
る
の
で
あ
れ
ま
す
。

と
か
く
わ
れ
・
∴
1
は
、
何
で
も
思
っ
て
お
る
通
り
に
言
え
る
も
の
、
桒
挺
、
言
う
通
り

に
書
け
る
も
の
、
と
い
う
風
に
考
え
が
ち
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
・
実
際
は
決
し
て
そ
う



で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
き
言
葉
で
表
わ
す
な
ん
て
こ
と
は
、

殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
口
で
話
す
そ
の
通
り
を
、
文
革
で
表
わ
す
と
い

う
こ
と
も
、
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
隼
昔
か
ら
中
国
人
は

ち
ゃ
ん
と
気
が
つ
い
て
い
た
と
見
え
ま
し
て
、

「
書
不
在
言
、
言
不
霹
意
」
　
(
書
は
言
を
尽
く
さ
す
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
。
)

と
い
う
言
葉
が
あ
り
貴
す
。
こ
れ
は
よ
く
引
き
合
い
に
さ
れ
る
句
で
、
孔
子
の
言
葉
だ
と

さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
確
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
遅
く
と
も
、
円
債
紀
元
前
、

二
二
世
紀
ご
ろ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
書
い
た
も
の
は
、
言
葉
を
十
分
尽
く
し
て

表
わ
し
得
る
も
の
で
な
く
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
思
う
通
り
を
十
分
尽
し
三
表
わ
し
得

る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
大
変
、
味
の
あ
る
言
葉
で
あ
り
ま
し

て
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

言
語
と
い
う
も
の
は
、
「
一
寸
本
筋
か
ら
そ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
言
語
と
い
う

も
の
は
、
自
分
の
思
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
工
夫
を
し
な
い
で
使
う

と
、
か
え
っ
三
息
思
空
軍
わ
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
も
の
な
の
で
す
。
思
う
通
り
を
こ
ま

か
く
、
く
ど
!
＼
と
言
お
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
言
い
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

な
の
で
す
。
私
は
.
ハ
ス
に
乗
っ
て
学
校
へ
適
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
パ
ス
に
ー
最
近

は
目
に
つ
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
1
、
何
月
何
日
に
D
D
T
を
ま
い
た
と
い
う
こ
と
を
書
い

た
表
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
見
出
し
が
非
常
に
ふ
る
つ
て
お
る
の
で
す
。
そ

れ
は
、
「
予
防
消
毒
実
施
済
表
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
で
す
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
至
れ

り
尽
く
せ
り
の
書
き
か
た
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
さ
て
消
毒
す
る
の
に
、
予
防
で
な
い
消
毒

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
施
済
と
あ
る
が
、
済
ま
ぬ
実
施
と
い
う
こ
と
は
、
.
ど
こ
に
も

あ
り
ま
す
ま
い
。
丁
寧
に
言
お
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
要
点
を
ぼ
や
け
さ
せ
て
し
ま
っ
て

お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
バ
ス
の
車
掌
さ
ん
が
う
る
さ
主
言
う
、
「
督
さ
せ
こ
れ
よ

り
路
面
が
悪
く
な
り
ま
す
の
で
、
従
っ
て
単
体
の
動
揺
が
は
げ
し
く
な
り
ま
す
か
ら
、
お

気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。
」
こ
れ
ま
た
ま
こ
と
に
至
れ
り
尽
く
せ
り
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か

し
こ
う
い
う
風
に
い
わ
れ
る
と
、
車
体
の
動
揺
す
る
の
は
、
何
も
道
路
が
悪
い
為
ば
か
り

で
は
な
く
、
自
動
車
そ
の
物
も
悪
い
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
や
り
か
え
し
た
く
な
り
を

中
国
文
学
に
於
け
る
融
合
鮭
〔
斯
波
〕

す
(
笑
声
)
。
簡
単
に
「
革
が
括
れ
ま
す
か
ら
御
注
意
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
.
十
分
用

が
た
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
方
が
一
層
効
果
的
で
あ
る
の
に
、
丁
寧
に
言
お
う
と
し
て
、
長

た
ら
し
く
し
ゃ
べ
る
も
の
だ
か
ら
、
言
葉
が
稀
薄
に
な
っ
て
、
肝
腎
の
要
点
が
ぼ
や
け
で

し
も
う
の
で
あ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
現
象
は
、
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
法
律
な
ど
の
文
面

で
も
お
こ
る
こ
と
が
な
い
で
も
あ
㍗
ま
せ
ん
。
い
ろ
′
′
ト
な
こ
と
を
す
べ
て
漏
れ
な
く
き

め
よ
う
、
あ
れ
も
き
め
、
こ
れ
も
き
め
、
ま
た
一
ヶ
条
の
条
文
を
書
く
に
も
、
こ
う
い
う

こ
・
と
も
入
れ
、
あ
あ
い
う
こ
と
も
入
れ
、
と
い
う
風
に
手
を
尽
く
し
ま
す
と
、
か
え
っ
て

落
ち
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
法
の
盲
点
を
つ
べ
と
い
う
乙
と
は
、
そ

ん
な
所
か
ら
起
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
老
子
は
「
天
網
恢
恢
疎
に
し
て
滞
ら
さ

す
」
と
.
い
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
は
、
「
人
網
棚
澗
雀
に
し
て
必
す
漏
ふ

す
」
と
な
り
、
逆
の
現
象
が
起
っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
(
笑
声
)
。
こ
う
い
う
風
に
考

え
ま
す
と
、
話
す
こ
と
も
書
く
こ
と
も
決
し
て
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
七
、
正
し

く
自
分
の
思
想
や
感
情
を
表
わ
そ
う
と
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
表
現
の
工
夫
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
や
、
記
者
に
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
を
使
命
と

す
る
文
学
作
品
に
お
い
イ
L
は
、
付
更
の
こ
と
だ
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
も
!
八
、

言
語
と
い
う
も
の
は
、
時
勢
が
混
乱
し
柔
す
と
、
知
ら
す
諷
ら
す
の
間
に
混
乱
す
る
も
の

で
あ
り
ま
し
て
、
中
国
の
例
を
見
ま
す
と
、
混
乱
し
た
時
代
に
は
言
語
も
浣
乱
し
て
お
り

ま
す
。
日
本
で
も
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
戦
後
は
非
常
に
言
語
が
混
乱
し
て
お
り
ま
す
。

戦
後
四
枚
の
新
聞
に
つ
い
て
、
私
は
二
衝
月
間
ほ
ど
言
い
方
の
統
計
を
と
っ
て
み
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
論
説
は
非
常
に
大
切
な
文
章
で
あ
り
ま
す
の
に
、
ど
の
論
説
の
文
茸
も

申
し
合
せ
た
よ
う
に
乱
れ
芸
る
と
感
じ
ま
し
た
ー
も
つ
.
と
も
、
最
近
.
は
た
い
へ
完
落
着

き
ま
し
.
た
け
れ
ど
も
。
言
語
な
ん
か
は
、
ど
う
で
も
よ
い
′
と
思
う
人
が
あ
る
か
む
知
れ
ま

せ
ん
が
、
巽
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語
は
そ
の
人
の
考
え
方
と
表
裏
の
関
係
を
も

つ
も
の
で
し
て
、
言
語
が
乱
れ
る
こ
と
は
、
考
え
方
の
乱
れ
て
お
る
証
拠
な
の
で
す
。
話

が
戦
後
の
七
と
に
そ
れ
た
つ
い
で
に
、
戦
争
中
に
使
っ
た
面
白
い
言
葉
の
一
、
二
に
つ
い

で
述
べ
ま
し
よ
う
。
戦
時
か
ら
配
給
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
出
し
ま
し
た
が
、
こ
の
言
葉

は
、
わ
が
国
で
だ
れ
が
使
い
は
じ
め
た
の
か
知
I
)
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
実
は
中
国
で
、
三
世

三
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紀
、
四
世
紀
、
告
そ
ら
く
四
世
紀
ご
ろ
使
わ
れ
て
お
っ
た
よ
う
で
す
。
晋
の
時
代
に
、
三

と
ん敦

と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
て
、
天
子
の
姫
君
を
頂
責
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
つ
き
従
っ

て
来
た
美
人
が
、
百
故
人
だ
つ
た
と
申
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
世
の
中
が
大
い
に

乱
れ
て
」
そ
の
美
人
の
処
置
に
困
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
霊
下
の
将
士
些
配
っ
て
や
っ
た

0
0

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
蜃
史
に
、
「
こ
れ
を
将
士
に
配
給
す
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
.
な
ど
が
配
給
と
い
う
語
の
蓑
も
言
示
用
例
で
し
よ
う
。
も
っ
と
も
公
・

定
価
格
は
い
く
ら
、
と
書
い
て
は
あ
り
ま
せ
ん
が
(
笑
声
)
。
そ
れ
か
ら
最
近
ま
で
隼
田

で
は
、
酒
屋
に
「
冠
婚
葬
祭
用
満
配
持
前
」
と
い
う
乱
が
、
か
か
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
甚
だ
う
ま
い
こ
と
を
蓋
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
露
は
結
婚
、
葬
は
葬
式
、
柴
は

お
祭
り
と
い
う
こ
と
は
誰
で
も
わ
か
る
と
し
て
、
さ
三
真
と
は
何
か
と
問
わ
れ
て
、
元
服

の
こ
七
だ
と
答
え
得
る
人
は
恐
ら
く
多
く
浩
あ
り
ま
す
ま
い
。
ま
し
て
元
服
の
実
際
な
ど

知
っ
て
お
る
人
は
殆
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
事
実
、
む
す
こ
の
元
服
だ
か
ら
、
酒
を

配
給
し
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
い
.
つ
た
人
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
、
筒

に
し
て
要
を
得
た
古
い
言
語
を
う
ま
く
使
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
か
に
せ
ん
、
冠
は

も
ろ
死
語
で
あ
っ
て
、
今
の
世
に
は
通
用
し
な
い
の
.
で
す
。
と
も
か
く
適
切
に
衣
現
す
る

こ
と
は
、
な
か
/
＼
む
つ
か
し
い
こ
と
で
す
。

さ
て
、
中
国
の
文
学
に
お
き
ま
し
て
は
、
表
現
の
工
天
を
非
常
に
重
ん
す
る
と
い
う
こ

と
を
さ
き
に
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
民
に
す
る
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
例

え
ば
、
紀
元
前
三
世
紀
頃
の
作
と
さ
れ
る
も
の
の
畔
に
こ
う
い
う
書
き
方
が
あ
り
ま
す
。

四

こ
の
文
句
旦
二
世
紀
ご
ろ
規
の
作
家
が
ま
ね
し
て
、
更
に
一
層
工
夫
を
こ
ら
し
た
の
が
、

つ
ぎ
の
書
き
方
で
あ
り
ま
す
。

穏
披
得
中
、
　
　
　
　
穏
纖
中
を
得
、
・

値
短
合
皮
、
　
　
　
　
脩
短
慶
に
か
な
う
。

芳
沢
無
加
、
　
　
　
　
芳
沢
も
加
う
る
こ
と
な
く
、

鉛
華
不
御
、
　
　
　
　
鉛
華
も
御
せ
ず
。

太
り
す
ぎ
も
せ
ず
、
や
せ
す
ぎ
も
せ
ず
、
ほ
ど
よ
さ
を
得
て
お
り
、
長
す
ぎ
も
せ
ず
、

短
か
す
ぎ
る
せ
ず
、
丁
度
で
あ
り
、
べ
に
な
ど
は
使
わ
ず
、
お
白
粉
も
つ
け
な
い
、
と
い

う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
句
は
先
ほ
ど
の
文
句
か
ら
来
た
の
で
す
が
、
衣
類
に
一
層

工
夫
を
こ
ら
し
た
の
で
、
字
数
は
へ
つ
て
、
し
か
も
内
容
が
豊
か
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
る
い
は
ま
た
、

忠
君
如
流
水
、

.
伺
時
有
窮
巳
、

膏
を
思
う
こ
と
流
水
の
如
し
、

い
ず
れ
の
時
か
き
わ
ま
り
や
む
こ
と
あ
ら
ん
。

河
の
流
れ
の
よ
う
に
い
つ
も
君
を
思
い
続
け
て
、
決
し
て
き
わ
ま
り
や
む
こ
と
が
な

い
、
と
い
う
意
味
を
こ
う
表
わ
し
た
の
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
後
の
八
が
更
に
工
夫
を
こ

ら
し
で
、間

君
能
有
幾
多
愁
、

恰
似
一
江
春
水
向
東
流
、

問
う
膏
よ
.
く
幾
多
の
慾
か
あ
る
と
、

恰
も
似
た
り
一
江
の
春
水
東
町
向
つ
て
流
る
る
に
。

璃
之
一
分
則
太
長

城
之
一
分
則
太
短

著
粉
則
太
白
、

雄
朱
則
太
赤
、

こ
れ
に
一
分
を
増
せ
ば
は
な
は
だ
長
く
、

こ
れ
よ
り
　
分
を
減
す
れ
ば
は
な
は
だ
短
し
。

粉
を
つ
く
れ
ば
は
な
は
だ
白
く
、

朱
を
施
せ
ば
は
な
は
だ
赤
し
。

こ
れ
は
美
人
.
の
背
丈
色
つ
や
を
形
容
し
た
一
つ
の
表
甥
で
す
。
も
う
ま
っ
た
く
申
し
分

の
な
い
背
質
で
あ
っ
て
一
分
足
せ
ば
長
す
ぎ
ゝ
一
分
へ
ら
せ
ば
葱
か
す
ぎ
る
く
ら
い
の

ほ
ど
よ
さ
で
あ
り
、
お
し
ろ
い
を
つ
け
れ
ば
白
す
ぎ
、
紅
を
つ
け
れ
ば
赤
す
ぎ
る
ほ
ど
の

美
し
い
自
然
の
白
さ
と
、
自
然
の
色
つ
や
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
鼠
に
作
っ
た
の
で
す
。
あ
な
た
は
ど
れ
ぐ
ら
い
深
い
悩
ま
し
い
思
い
を
持
っ

て
お
る
か
と
お
尋
ね
に
な
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
う
答
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
あ
密
か

か
あ
の
揚
子
江
、
し
か
も
春
の
揚
子
江
の
水
が
清
々
と
東
に
向
つ
て
流
れ
る
が
如
く
、
無

限
の
慾
を
持
っ
て
お
古
と
。
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
て
こ
の
表
現
は
前
文
よ
り
字
数

は
多
く
な
っ
た
も
の
の
、
よ
ほ
ど
具
象
的
に
な
っ
て
い
て
、
深
い
興
趣
を
た
た
え
て
お
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
前
文
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
い
え
ま
し
よ
う
。
こ
う
い
う
工
夫
を
殆
ん

ど
各
時
代
の
作
者
が
繰
返
し
て
お
る
の
で
す
。

中
国
の
作
者
た
ち
が
、
い
か
に
表
塀
に
苦
心
し
た
か
と
い
う
例
を
あ
げ
ま
し
よ
う
。
店

の
寛
島
せ
い
う
詩
人
が
、
月
夜
に
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
し
て
い
る
時
、
「
僧
は
推
す
月
下
の



門
」
と
い
う
句
が
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。
月
夜
の
美
し
さ
に
ラ
か
れ
て
、
ぶ
ら
!
＼
歩
い

て
お
る
う
ち
に
、
思
わ
す
知
ら
ず
歩
き
ま
わ
つ
で
、
友
達
の
家
の
辺
ま
で
行
っ
た
。
も
う

夜
も
ふ
け
て
お
れ
.
ど
つ
い
で
に
友
達
を
訪
ね
て
や
ろ
う
と
い
う
気
拝
に
な
っ
た
。
こ
の
気

0

特
を
「
僧
推
月
下
門
」
の
句
で
表
わ
し
た
の
で
す
が
、
さ
て
考
え
て
み
る
と
「
推
す
」
と

い
う
よ
り
む
、
「
敲
く
」
と
し
た
方
が
よ
い
よ
う
な
気
も
す
る
。
更
に
考
え
て
み
る
と
や

は
り
「
推
す
」
が
よ
い
と
も
思
う
。
ど
ち
ら
に
し
た
も
の
か
と
、
手
真
似
で
推
し
て
み
た

臣
、
敲
い
て
み
た
り
し
な
が
ら
、
夢
中
に
な
っ
て
歩
い
て
お
る
と
、
た
ま
!
1
そ
こ
を
通

り
か
か
っ
た
行
列
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
大
変
叱
ら
れ
ま
し
た
。
.
そ
こ
で
冥
は
こ
う
!
1
い
ケ

わ
け
で
、
と
正
直
に
申
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
幸
い
に
そ
の
行
列
の
主
人
公
が
韓
退
之
と
い

う
有
名
な
詩
人
で
し
た
の
で
、
「
そ
れ
は
敲
く
の
方
が
よ
か
ろ
う
」
と
い
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
そ
れ
で
寛
畠
は
「
敲
」
に
l
き
め
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
簡
単
な
一
字
の

0

開
国
で
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
味
わ
い
が
違
っ
て
く
る
の
で
す
。
「
僧
推
月
下
門
」
と
す

る
と
、
門
は
推
せ
ば
す
ぐ
開
く
の
で
す
。
夜
ふ
け
に
友
達
の
豪
を
訪
ね
て
門
が
す
ぐ
開
く

の
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
じ
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
う
で
は
な

く
、
、
夜
中
に
突
然
訪
ね
て
行
く
の
で
す
か
ら
、
・
ど
ん
/
＼
龍
.
い
て
や
つ
と
あ
け
て
も
ら
う

こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
そ
れ
で
「
敲
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
面
白
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
一
字
の
工
夫
。
た
っ
た
一
字
で
も
非
常
に
工
夫
を
す
る
の
で
す
。

外
に
在
る
を
貴
ぶ
」
-
表
向
き
の
言
葉
の
蓑
に
意
味
の
あ
る
の
を
貴
ぶ
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
二
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
社
浦
の
有
名
な
詩
に
「
春
望
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

國
破
山
河
在
、

城
春
草
木
深
、

感
時
花
域
涙
、

恨
別
鳥
驚
心
、

蜂
火
達
三
月
、

家
書
抵
萬
金
、

白
頭
掻
更
短
、

滞
欲
不
随
啓
、

國
破
れ
て
旭
河
在
り
、

城
春
に
し
て
草
木
深
し
。

時
に
感
じ
て
花
に
も
涙
を
そ
そ
号
.

別
れ
を
う
ら
ん
で
島
に
も
げ
を
驚
か
す
。

煙
火
三
月
に
つ
ら
歓
り
、

家
書
甚
金
に
あ
た
る
。

白
頭
掻
く
に
更
に
短
く
、

す
べ
て
轡
に
た
へ
ざ
ら
ん
と
す
。

そ
れ
で
唐
の
詩
人
の
中
に
は
、

吟
成
二
箇
字
、

撚
断
数
枚
髭
、

吟
じ
成
る
二
回
の
字
、

ひ
ね
り
断
つ
数
根
の
翳
。

と
う
た
っ
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
詩
人
が
、
推
敲
す
る
自
分
の
み
じ
め
さ
を
自

嘲
的
に
言
っ
た
も
の
で
す
。
た
っ
た
二
軍
を
、
吾
を
ひ
ね
り
な
が
ら
エ
天
し
て
、
や
つ
と

き
ま
っ
た
と
き
に
は
、
髭
が
伺
本
も
ひ
ね
り
き
ら
れ
て
お
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
。

中
国
の
文
学
は
、
.
こ
う
い
う
風
に
表
現
に
骨
を
折
る
文
学
で
す
か
ら
、
そ
の
文
学
作
品

に
は
、
麦
現
の
工
夫
の
こ
り
回
っ
た
幾
つ
か
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
表
現
上

の
特
色
に
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
民
族
の
考
え
方
の
特
色
が
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
ま
こ
と

に
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
の
表
現
上
の
特
色
の
一
つ
は
、
「
意
、
言
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こ
れ
は
戦
乱
を
い
た
ん
だ
詩
で
あ
り
ま
し
て
、
「
國
破
れ
て
山
河
在
り
、
城
春
に
し
て
草

木
探
し
」
と
は
、
國
都
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
山
河
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お

り
、
城
下
は
春
た
け
な
わ
で
草
木
が
深
々
と
茂
っ
て
お
る
と
い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
、

山
や
河
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お
る
.
と
か
、
草
木
が
深
々
と
茂
っ
て
お
る
と
か
と
い
う

こ
と
に
重
点
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
山
河
在
り
」
と
い
う
こ
と
に
ょ
つ
て
東

は
、
も
と
あ
っ
た
都
の
立
派
な
姿
が
今
や
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
深

い
悲
し
み
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
、
「
草
木
深
し
」
と
い
う
こ
と
に
ょ
つ

て
実
は
、
今
ま
で
た
く
さ
ん
の
八
が
住
ん
で
い
挺
こ
の
種
に
、
今
や
だ
れ
一
人
も
住
ん

で
お
ら
な
い
と
い
う
深
い
悲
し
み
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
次
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
乗
り
、
滅

び
た
も
の
、
な
く
な
っ
た
人
々
に
対
す
る
、
詩
人
の
深
い
情
感
が
こ
め
ら
れ
て
お
る
と
見

る
べ
き
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
「
時
に
感
じ
て
花
に
も
涙
を
そ
そ
ぎ
、
別
れ
を
恨
ん
で
烏
に

も
心
を
驚
か
す
」
と
い
う
の
も
、
花
や
島
は
非
常
に
楽
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
の
・
に
、
そ

の
楽
し
い
花
に
さ
え
も
涙
を
そ
そ
ぎ
、
楽
し
い
鳥
に
さ
え
も
的
を
ど
き
っ
か
す
と
い
う
こ

と
に
ょ
つ
で
、
ま
こ
と
に
悪
い
世
の
中
に
な
っ
た
と
い
う
深
い
欺
き
を
込
め
て
お
る
わ
け

な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
詩
の
よ
う
に
言
外
に
深
い
意
味
を
も
た
せ
で
あ
る
も
の
が
、
高

く
か
わ
れ
る
の
で
ぁ
り
ま
し
て
い
わ
ゆ
る
「
眼
光
紙
背
に
徹
す
」
と
は
、
こ
う
い
う
言

外
の
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

五
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こ
の
こ
と
を
日
本
の
俳
句
な
ど
で
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
一
冨
は
っ
き
り
す
る
で
し
ょ

う
。
た
と
え
ば
、

・
枯
枝
に
島
の
と
ま
り
け
り
秋
の
苗

あ
る
い
は
、

古
池
や
か
わ
す
飛
び
込
む
水
の
膏

と
い
う
旬
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
指
紋
に
」
〇
句
一
声
、
萩
の
夕
方
の
寂
し
さ
と
い
う
も

の
を
、
先
ず
感
じ
て
お
っ
て
、
そ
う
し
/
し
指
‥
崇
に
・
「
一
ま
っ
た
鳥
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
象

徴
と
し
て
出
し
て
来
た
も
の
で
あ
ゎ
ま
す
・
『
あ
一
〇
T
b
㌢
た
ま
!
(
1
枯
枝
に
と
ま
っ
て

お
る
島
を
見
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
秋
の
ク
芸
〇
二
し
辛
と
い
う
も
の
永
し
み
ハ
＼
と
感
じ

た
の
か
、
ど
ち
ら
が
先
か
、
こ
れ
た
作
者
に
た
壱
み
た
け
れ
ば
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い

ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
秋
の
夕
芸
の
l
試
し
さ
ウ
ニ
手
口
し
/
」
お
る
こ
と
に
は
間
違
い
あ
り
ま

す
ま
い
。
そ
こ
で
「
枯
枝
に
烏
の
と
ま
ゎ
け
㌧
=
∴
ド
ハ
つ
圭
」
と
い
う
、
こ
の
枯
枝
に
と
ま
っ

て
お
る
烏
は
、
.
を
の
ま
1
秋
の
タ
某
と
一
節
巨
誓
÷
′
。
萩
の
夕
碁
の
寂
し
さ
.
と
、
枯
枝
に

と
ま
っ
て
お
る
烏
の
姿
、
そ
れ
浩
;
{
し
ノ
三
三
5
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
「
國
破
れ
て
山

河
在
り
」
の
方
で
は
、
「
山
河
が
在
る
」
と
∵
=
J
・
「
-
に
よ
っ
て
、
実
は
滅
び
た
も
の
を

表
わ
そ
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
.
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
古
池
や
」
の
句
に
し
ま
し
て
も
、

先
す
閑
寂
さ
を
感
じ
て
お
っ
て
了
く
れ
を
か
わ
す
〇
憲
治
に
飛
び
込
ん
だ
書
に
よ
っ
て
象

徴
し
ガ
の
か
、
た
ま
!
＼
か
わ
す
の
飛
び
込
と
三
晶
岩
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
深
い
閑
寂

を
感
じ
た
の
か
、
ど
ち
ら
が
先
だ
っ
た
P
P
P
・
苧
=
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
い
す
れ
に
し
ま

し
て
も
、
そ
の
閑
寂
さ
と
い
う
こ
と
と
、
か
わ
す
‥
-
㍉
苗
と
に
飛
び
込
む
膏
と
は
一
致
し
て

お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
詩
は
、
表
転
の
ユ
.
芸
子
三
択
わ
そ
う
と
す
る
意
味
と
は
一
致

し
て
お
り
複
せ
ん
。
つ
ま
り
意
味
を
云
外
に
托
し
て
至
る
の
で
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
中
国
の
史
学
に
も
一
直
線
に
述
べ
る
や
り
方
が
全
然
な
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
唐
の
詩
に
、

古
道
少
入
行
、
　
　
　
古
道
人
の
行
く
な
し
。

と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
(
「
稀
」
と
か
「
少
」
と
か
を
、
日
・
不
で
は
、
ま
れ
に
あ
る
、
少

し
は
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
つ
か
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
漢
文
で
は
.
「
な
い
」
と
い
う
否

大

定
の
意
味
に
用
い
る
の
で
す
)
。
「
古
道
人
の
行
く
な
し
」
は
、
古
道
を
だ
れ
も
適
っ
て

あ
ら
ぬ
と
い
う
寂
し
さ
を
見
た
ま
ま
に
表
わ
し
た
の
で
し
て
、

こ
の
道
を
行
く
人
も
な
し
秋
の
碁

の
句
は
、
こ
れ
に
も
と
す
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
と
も
か
く
と
う
い
う
一
直
線
の
行
き
方

も
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
の
は
あ
ま
り
高
く
評
価
し
な
い
で
、
む
し
ろ

先
の
杜
苗
の
詩
の
よ
う
な
行
き
方
を
高
く
評
価
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
言
外
に
意
味
を
こ

め
た
も
の
を
貴
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
よ
う
。
そ
こ
で
こ
う
い
う
風
に
、
ど
ん
な
行

き
方
を
高
ぐ
評
価
す
る
か
、
を
の
評
価
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
を
の
民
族
の
も
の
の
考
え
方

が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
言
外
に
意
味
を
こ
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
考
え
方
感
じ
方
か
ら
き
た
の
か

と
申
し
ま
す
と
、
「
山
河
在
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
の
頭
の
中
に
は
、
田
畑
が
き
ち

ん
と
整
い
、
宏
が
立
ち
並
ん
で
い
た
、
平
和
な
時
代
と
、
山
河
だ
け
が
も
と
の
姿
で
ぁ
る

今
と
を
対
照
し
/
」
考
え
た
結
果
、
こ
う
い
う
句
が
生
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
し
、
「
草
木
探

し
」
と
小
う
こ
と
は
、
人
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
角
が
栄
え
て
お
っ
た
と
き
と
、
そ
れ
が
な

く
な
っ
て
、
阜
木
だ
け
が
茂
っ
て
お
る
今
と
置
対
照
し
て
感
じ
た
結
果
、
こ
う
い
う
句
が

生
れ
た
の
で
わ
セ
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
物
事
を
対
照
的
に
考
実
る
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
う
い
う
表
現
が
生
れ
た
の
だ
と
い
え
ま
し
よ
う
。
そ
こ
で
そ
の
根
本
問
題
は
、
対

照
的
な
考
え
方
と
ど
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
対
照
的
な
考
え
方
と
い
う

こ
と
が
、
先
に
申
し
ま
し
た
文
聖
表
現
の
幾
つ
か
の
特
色
を
、
形
成
し
て
お
る
の
で
あ
り

ま
す
。
今
述
べ
、
ま
し
た
意
聖
言
外
に
在
る
こ
と
を
貴
ぶ
と
い
う
や
り
方
は
、
そ
の
特
色
の

第
一
で
あ
ゎ
ま
す
が
、
次
に
対
句
と
い
う
表
現
形
式
が
、
そ
の
対
照
的
考
え
方
を
長
も
端

的
に
苧
わ
し
て
き
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
ょ
う
。
.

対
句
と
い
う
ご
と
浩
、
ど
こ
の
国
の
文
学
に
も
見
出
さ
れ
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
中
国

に
お
き
ま
す
対
句
に
は
、
わ
が
国
や
西
洋
の
対
句
之
は
違
っ
た
形
と
味
わ
い
と
が
あ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
中
国
の
対
句
は
、
形
も
内
容
も
完
全
に
均
斉
の
と
れ
た
旬
を
並
べ
る
行
き
.

方
な
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

餌
歳
之
春
、
幼
弟
不
餉
、

餞
歳
の
春
に
は
幼
弟
に
も
餉
せ
す
、



棲
歳
之
秋
・
琉
客
必
食
、
　
　
褒
戊
の
秋
に
は
疏
容
に
も
必
ず
食
は
し
む
。

餞
饉
年
の
暮
、
去
年
収
接
し
た
僅
か
ば
か
り
の
み
の
り
は
、
.
は
や
な
く
な
り
か
け
イ
」
お

る
。
そ
れ
で
自
分
の
子
供
に
は
何
と
か
し
て
食
わ
せ
る
が
、
そ
の
子
供
に
つ
い
で
か
わ
い

そ
う
な
小
さ
い
梁
、
そ
こ
ま
で
は
手
が
及
ば
聖
と
こ
ろ
が
、
棲
歳
1
豊
年
の
秋
、
収
穫

し
た
ば
か
り
の
と
き
に
は
、
琉
客
-
畠
故
の
書
い
来
客
に
も
必
ず
食
わ
せ
る
、
こ
う
い
う

意
味
で
、
こ
れ
は
完
全
な
対
句
で
す
。
.
形
式
か
ら
申
し
ま
す
と
、
餞
歳
-
棲
歳
、
春
-

秋
、
幼
弟
-
琉
客
、
不
餉
1
必
食
、
こ
う
い
う
風
に
均
斉
の
と
れ
た
形
式
、
し
か
も
内
容

も
均
斉
が
と
れ
て
奉
る
。
こ
う
い
う
の
が
、
中
国
の
対
句
な
の
で
す
。
右
の
対
句
を
文
句

の
上
か
ら
だ
け
見
ま
す
と
、
餞
経
年
の
寿
は
、
幼
弟
に
も
十
分
食
わ
せ
な
い
と
い
う
こ
と

と
、
豊
年
の
秋
は
、
疏
遠
な
お
客
に
も
う
ん
と
ご
ち
号
?
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
二
つ
の

こ
と
を
並
べ
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
対
句
の
表
わ
そ
う
と
す
る
中
心
の
意
味

は
、
並
べ
で
あ
る
二
つ
の
こ
と
が
ら
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
並
べ
て
あ
る
二
つ
の
こ
と

が
ら
を
、
照
対
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
生
れ
出
る
一
つ
の
こ
と
が
ら
に

あ
る
の
で
す
。
そ
の
二
つ
の
こ
と
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
人
間
の
生
活
は
結
局
、
物
質
に

ょ
っ
て
支
配
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
人
間
の

生
活
は
結
局
、
物
質
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
表
わ
そ
う
と
し

シ
ン
メ
ト
り
カ
ル

て
餞
歳
…
と
棲
歳
…
と
の
二
つ
を
対
称
的
に
並
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
右
に
あ
げ
た
対

句
は
、
形
式
の
上
で
は
、
余
り
巧
み
な
対
句
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
次
の
例
は
非
常
に
巧

み
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

計
と
い
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
第
∵
旬
の
意
坪
。
第
二
句
は
、
あ
の
友
人
は
ニ
千
里
の
か

な
た
で
.
、
何
を
思
っ
て
お
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
並
べ

て
あ
る
こ
の
二
つ
の
好
を
対
照
し
て
味
う
と
、
そ
こ
に
作
者
の
友
人
を
な
つ
か
し
む
温
い

情
が
、
し
み
ん
1
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
白
楽
天
は
、
友
が
な
つ
か
し

く
て
た
ま
ら
ぬ
と
い
う
心
、
そ
の
心
を
こ
の
二
句
に
よ
っ
て
表
わ
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
日
本
で
も
対
句
と
い
う
こ
と
は
、
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え

ば
、
平
家
物
語
の
初
に
あ
り
ま
す

祇
園
精
合
の
鐘
の
声
、

沙
羅
壁
掛
の
花
の
色
、

諸
行
無
常
の
響
あ
り
。

盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら
は
す
。

三
五
夜
中
新
月
色
、

二
千
里
外
政
人
心
、

三
五
夜
中
新
明
の
色
、

二
千
里
外
故
人
の
心
。

白
楽
天
が
遠
方
に
お
る
友
人
の
こ
と
を
思
っ
て
作
っ
た
詩
で
す
。
こ
れ
は
立
派
な
対
句
で

あ
り
ま
し
て
、
三
一
五
に
対
す
る
に
二
千
、
夜
に
対
す
る
に
雪
　
中
に
対
す
る
に
外
、
を
持

っ
て
采
で
あ
り
、
新
月
に
対
す
る
に
故
人
、
色
に
対
す
る
に
心
を
持
っ
て
来
て
お
り
壷

す
。
あ
た
か
も
積
木
を
き
れ
い
・
に
積
み
重
ね
た
よ
う
な
形
と
も
い
え
ま
し
よ
う
。
三
五
夜

と
は
十
五
夜
で
す
。
か
つ
て
友
人
と
と
l
も
に
眺
め
た
十
五
夜
の
月
を
古
い
月
と
見
な
し
、

今
、
目
の
前
に
澄
み
き
っ
て
お
る
十
五
夜
の
月
を
新
し
い
月
と
見
な
し
た
の
で
、
新
月
の
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こ
れ
は
一
種
の
対
句
な
の
で
す
。
し
か
し
、
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
あ

り
」
も
、
世
の
中
は
無
常
だ
と
い
う
い
う
意
味
で
あ
り
.
、
「
沙
羅
理
研
の
花
の
色
、
盛
者

必
衰
の
理
を
あ
ら
捺
す
」
も
、
世
の
中
は
無
常
だ
と
い
う
こ
と
姿
言
っ
て
お
る
の
で
あ
り

ま
し
て
、
こ
う
い
う
二
つ
を
並
べ
て
も
、
同
じ
こ
と
を
繰
返
し
て
お
る
だ
け
で
あ
り
ま
す

。
従
つ
竺
一
つ
を
対
照
し
イ
し
そ
こ
か
ら
あ
る
も
の
を
生
産
す
る
と
い
う
機
能
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
の
対
句
は
あ
る
も
の
を
生
産
す
る
七
と
の
で
き
な
い
の
が
普
通
な
の
で
す
。
然

る
に
、
中
国
の
対
句
は
、
二
つ
の
も
の
を
別
々
に
並
べ
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
が
対
照
さ
れ

て
そ
こ
か
ら
夢
の
世
界
を
生
み
出
す
と
い
う
の
が
本
質
な
の
で
す
。
三
五
夜
中
と
二
千

里
外
と
の
対
句
、
こ
れ
と
祇
國
精
舎
の
対
句
と
を
比
較
し
ま
し
た
が
、
少
し
縁
が
遠
小
か

ら
無
理
か
も
知
れ
ま
せ
ん
の
で
、
人
生
無
常
と
い
う
こ
と
聖
一
一
口
つ
た
中
国
の
対
句
と
祇
園

精
舎
の
対
句
と
を
比
較
し
て
み
ま
し
よ
う
。

天
地
者
甚
物
之
逆
旅
、
　
　
　
天
地
は
苗
物
の
逆
旅
に
し
て
、

光
陰
老
百
代
之
過
客
、
　
　
　
光
陰
は
百
代
の
過
客
な
り
。

こ
れ
も
皆
さ
ん
お
若
い
頃
に
読
ま
れ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
天
地
と
い
う
も
の
は
萬
物
の

宿
屋
だ
。
そ
の
宿
屋
に
霞
物
が
宿
っ
て
は
帰
っ
て
行
き
、
宿
っ
て
は
帰
っ
て
行
き
す
る
。

光
陰
と
い
う
の
は
日
月
で
す
。
運
行
す
る
日
月
と
い
う
も
の
は
、
百
代
-
永
久
の
時
代
に

お
け
る
お
客
さ
ん
だ
。
永
久
の
時
間
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
日
月
が
あ
っ
で
、
今
日
が
お

い
で
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
、
今
凋
が
お
い
で
′
に
な
っ
た
り
し
て
今
年
は
去
っ
て
し
ま

七
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う
。
し
か
し
永
久
の
時
間
は
そ
の
ま
ま
あ
る
。
天
地
は
窯
貴
大
の
空
間
で
、
そ
の
無
限
大

の
宿
に
い
・
ろ
/
＼
な
萬
物
が
お
宿
り
に
な
り
、
さ
っ
さ
と
行
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
無
限
大

の
時
間
の
流
れ
に
日
月
と
い
う
も
の
が
お
い
で
に
な
っ
て
は
過
ぎ
て
行
く
。
即
ち
一
つ
は
・

空
間
的
、
一
つ
は
時
間
的
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
蓑
べ
て
、
対
句
に
な
っ
て
お
る
の
で
す

が
、
こ
れ
は
伺
を
表
わ
し
て
お
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
二
句
を
対
照
し
て
考
え
る
と
き

に
、
わ
れ
!
1
人
問
と
い
う
も
の
は
、
空
間
的
に
見
/
」
も
、
こ
の
大
き
な
宿
屋
の
中
の
極

め
て
小
さ
い
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
わ
れ
!
＼
の
生
命
と
い
う
も
の
は
、
時
間
の
支

配
、
制
限
を
受
け
て
お
る
か
ら
、
永
久
の
暗
闇
か
ら
考
え
れ
ば
、
.
ま
こ
と
は
聖
和
な
一
人

の
お
客
に
過
ぎ
な
い
。
人
生
は
非
常
に
無
常
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
表
わ
し
て
お

る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
の
趣
旨
と
結
局
は
同
じ
こ
と
な
の
で

す
。
同
じ
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
祇
園
精
会
の
対
句
は
、
無
常
の
こ
と
を
繰
返
し
て
い
う
に

過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
　
こ
れ
は
二
つ
の
違
っ
た
空
間
と
時
間
と
を
並
べ
た
だ
け
で
、
表

面
に
は
人
生
の
は
か
な
さ
と
い
う
こ
と
聖
呂
わ
た
い
で
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
併
せ
考
え

た
と
き
に
、
人
生
無
常
と
小
う
こ
と
を
生
産
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
や
り
方
、
こ
う
い
う
文
学
表
現
が
莞
還
し
た
の
は
、
結
局
彼
ら
民
放
の
も
の

の
考
え
方
が
、
そ
う
い
う
風
に
な
っ
て
お
る
か
ら
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
対
句
の
発
達

を
み
た
の
ほ
、
そ
の
言
語
の
性
賢
に
因
る
の
だ
と
土
呂
え
ま
し
よ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い

う
性
質
の
言
語
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
そ
れ
塁
音
譜
だ
け
の
問
題
で
な
く
て
、
考

え
方
の
間
霜
が
根
本
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
そ
う
い
う
夙
に
も
の
を
考
え
る
か
ら
、
そ

う
い
う
言
語
に
な
る
。
言
語
の
た
め
に
考
え
が
支
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
民
放
独
白

の
考
え
方
が
、
民
放
独
自
の
言
語
を
生
み
出
し
/
」
を
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
の
も
の

の
考
え
方
は
、
も
の
を
一
直
緑
に
考
え
る
こ
と
l
を
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
後
左
右
を
ふ

り
返
り
な
が
ら
、
古
今
上
下
を
顧
み
な
が
ら
進
む
と
い
う
考
え
方
、
ふ
り
返
り
な
が
ら
、

物
事
を
引
合
い
に
堰
し
て
血
べ
て
は
考
え
、
並
べ
て
は
考
え
る
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
す

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
並
べ
な
が
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
結
局
単
独
の
も
の

を
単
独
の
も
の
と
し
て
引
き
ち
ぎ
っ
て
き
て
　
そ
れ
ば
か
り
に
考
え
を
打
ち
込
む
の
で
は

な
い
の
で
あ
っ
て
、
言
い
か
え
る
と
、
全
体
の
中
に
お
け
る
一
部
分
と
し
て
考
え
る
と
い

入

う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
は
絵
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま
し
よ
う
。
油
絵
で
林
檎

を
描
く
と
し
ま
す
と
、
主
と
し
て
林
檎
と
い
う
も
の
に
金
力
を
集
注
す
る
。
林
檎
の
色
、

形
と
い
う
も
の
に
金
力
を
発
注
し
て
ぬ
り
つ
ぶ
し
、
.
そ
う
し
て
背
景
か
何
か
を
つ
け
加
え

る
。
こ
れ
が
油
絵
の
描
き
方
で
あ
り
ま
す
。
東
洋
の
絵
は
、
林
檎
を
描
く
か
花
を
描
く
か

し
ま
し
で
も
、
画
面
が
宇
宙
な
ん
で
す
。
こ
の
画
面
を
非
常
に
大
事
に
す
る
。
画
面
そ
の

も
の
が
は
や
芸
術
な
の
で
す
。
全
宇
宙
を
画
面
に
象
徴
し
、
そ
の
全
宇
宙
に
お
け
る
一
部

と
し
て
、
全
休
の
中
の
花
な
ら
花
を
線
で
く
ぎ
り
と
る
。
そ
し
て
そ
の
く
ぎ
り
と
っ
た
形

だ
け
が
大
切
な
の
で
は
な
く
、
こ
の
空
間
の
ー
紙
の
広
さ
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
紙
の
色

つ
や
と
の
関
係
な
ど
考
慮
す
る
。
全
体
の
一
部
分
と
し
て
よ
く
調
和
さ
せ
な
が
ら
描
く
と

い
う
の
が
東
洋
画
の
行
き
方
な
の
で
す
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
物
寛
五
二
〓
輿
楯
に
考
え
な
い

で
、
配
合
-
い
ろ
!
＼
な
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
天
地
と
い
う
こ
と
ば
は
、
天
と
地
だ
け
の
意
味
で
は
な
く
、
天
と
地
と
を
対

照
的
に
考
え
で
、
空
間
の
広
さ
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
月
で

も
同
じ
こ
と
で
す
。
太
陽
と
月
と
を
挺
ゞ
二
つ
詐
べ
て
お
る
の
で
は
な
く
、
太
陽
と
月
と

を
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
の
悠
久
さ
と
い
う
も
の
を
表
わ
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま

す
。
陰
陽
で
も
そ
う
で
す
。
陰
の
も
の
と
陽
の
も
の
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、

陰
と
い
う
も
の
と
陽
と
い
う
も
の
を
対
照
的
に
考
え
て
、
宇
宙
に
充
満
し
て
お
る
と
こ
ろ

の
一
つ
の
気
を
表
わ
し
ま
す
。
男
女
も
男
と
女
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
.
な
く
、
全
人
類

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
大
抵
こ
う
い
う
行
き
方
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
中
国
人
だ
つ
三
園
線
的
に
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
、
全
然
な
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
ば
か
り
食
い
入
っ
て
、
真
相
を
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
学
派
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
い
う
し
の
は
大
体
か
ら
い
う
と
、
曲
士

1
へ
り
く
つ
や
と
か
蔽
わ
れ
た
者
と
か
い
わ
れ
て
、
あ
た
り
前
の
行
き
方
と
は
み
な
さ
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。
一
直
線
に
の
み
考
え
る
代
表
的
な
も
の
は
、
名
家
と
い
わ
れ
た
連
中
が

そ
れ
で
す
。

一
尺
之
棲
、
日
取
其
半
、
常
世
不
城
。
　
一
尺
の
む
ち
、
日
に
そ
の
半
を
と
ら
ば

甚
世
つ
き
す
。



一
尺
の
む
ち
を
、
毎
日
つ
ぎ
!
＼
と
半
分
づ
つ
折
っ
て
行
け
ば
、
永
久
に
折
り
つ
ゞ
け

ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
な
る
ほ
ど
綿
は
無
限
の
点
が
連
続
せ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
か

ら
、
そ
の
立
場
か
ら
の
み
考
え
れ
ば
こ
ん
な
こ
と
も
言
え
ま
し
よ
う
。
こ
の
考
え
方
は
、

兎
が
い
か
に
追
っ
か
け
/
」
も
、
永
久
に
亀
を
追
い
起
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
あ
の

西
洋
の
昔
の
理
論
と
同
じ
で
あ
)
ま
す
。
こ
う
い
う
理
論
を
ふ
り
ま
わ
す
の
が
、
い
わ
ゆ

る
詭
弁
で
す
。
し
か
し
こ
れ
な
ど
は
ま
だ
い
い
方
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
行
き
方
の
ひ
ど

い
の
は
へ卯

有
毛
、
鶏
三
足
。
　
　
　
　
卯
に
毛
あ
り
、
鶏
に
三
足
あ
り
。

卯
に
毛
あ
り
と
は
、
す
べ
て
も
の
に
は
初
め
が
あ
る
。
鶏
が
生
れ
な
が
ら
に
毛
が
は
え
で

い
る
の
は
、
生
れ
る
と
き
に
突
然
は
え
る
の
で
ほ
な
い
。
鶏
の
元
の
卯
に
ち
ゃ
ん
と
毛
が

あ
る
の
だ
。
こ
う
い
う
議
論
で
す
。
鶏
に
三
足
あ
り
と
は
、
お
よ
そ
も
の
は
、
二
点
で
支

え
ら
れ
な
け
れ
ば
安
定
し
な
い
。
し
か
る
に
鶏
の
歩
く
と
き
を
見
る
に
、
一
本
の
脚
は
地

に
着
い
て
お
る
け
れ
ど
も
、
一
木
の
脚
は
必
ず
地
か
ら
離
れ
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
鶏
が

倒
れ
な
い
の
は
、
も
う
一
本
わ
れ
!
＼
の
肉
眼
に
見
え
な
い
脚
が
あ
っ
て
、
せ
れ
と
二
本

で
支
え
る
か
ら
だ
。
と
ま
あ
、
そ
ん
な
調
子
で
す
。

こ
う
い
う
風
『
あ
る
点
だ
け
に
限
定
し
ノ
」
考
え
ま
す
と
、
ど
ん
な
り
く
つ
で
も
き
つ
と

成
り
立
つ
も
の
な
の
で
す
。
つ
ま
り
り
く
つ
と
い
う
も
の
は
重
宝
な
も
の
で
、
元
来
通
る

よ
う
に
で
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
間
再
は
、
一
見
す
じ
の
通
っ
た
り
く
つ

が
、
果
し
て
物
事
の
真
相
を
得
で
一
お
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
し
て
、
こ
わ

点
が
非
常
に
大
切
な
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
!
1
も
と
か
く
そ
の
真
相
を
え
て

お
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
と
ん
と
忘
れ
て
、
ひ
た
す
ら
筋
が
通
る
か
通
ら
ぬ
か
と
い

う
乙
と
ば
か
り
問
題
に
し
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
や
り
方
を
、
中
国
人
は
す
で
に

二
千
何
百
年
も
の
昔
、
「
よ
く
人
の
口
に
勝
つ
も
、
人
の
心
を
服
せ
し
む
る
能
わ
ざ
る
も

の
」
と
言
っ
て
笑
っ
て
お
り
ま
す
。
と
も
か
く
中
国
で
は
、
も
の
ど
と
を
一
直
線
に
考
え

る
し
か
た
が
、
全
然
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
本
筋
の
考
え
方
と
し
て
は
、

発
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
天
体
観
測
の
す
べ
を
非
常
に
古
く
か
ら
知
っ
て

い
た
り
、
二
千
年
も
昔
、
地
震
計
を
作
っ
た
人
も
あ
ら
た
り
し
た
に
も
か
1
か
ら
す
、
科
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学
が
進
歩
し
な
か
っ
た
;
の
原
因
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
さ
つ
漕
申

し
冤
を
右
前
後
を
ふ
り
返
り
ふ
り
返
り
、
そ
う
し
て
そ
こ
か
ら
い
い
も
の
を
見
出
そ
う

と
す
る
、
そ
う
い
う
湾
え
方
が
、
彼
の
民
放
の
特
色
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
政
治
で
い

尋
な
ら
ば
、
壷
屋
の
政
府
も
つ
く
り
、
拝
政
府
も
つ
く
り
、
二
つ
並
べ
て
考
え
あ
わ
せ
.
な

が
ら
何
と
か
進
路
を
切
り
開
い
て
行
こ
う
と
し
た
こ
と
も
、
か
上
る
民
放
本
来
の
考
え
方

と
つ
な
が
っ
て
お
る
と
も
い
え
ま
し
よ
う
。
と
も
か
く
そ
ぅ
い
う
考
実
力
が
文
学
の
表
現

に
お
い
て
、
対
句
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
特
色
は
讐
喩
で
す
。
誓
喩
も
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
の
で
し
て

何
も
申
国
特
有
の
も
の
で
な
い
こ
と
墜
l
一
己
う
に
及
び
ま
せ
ん
が
、
、
一
中
国
の
文
学
ほ
ど
盛
ん

に
使
ヶ
国
は
、
お
そ
ら
く
な
い
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
先
ず
わ
が
国
の
誓
喩
を
例
に
と
り
ま

し
ょ
ぅ
。
紅
葉
を
「
血
の
色
を
し
た
紅
葉
」
と
い
う
の
と
、
「
赤
い
紅
葉
」
　
と
い
う
の

と
、
意
味
の
上
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
の
二
づ
を
比
べ
て
ど
ち
ら
が

お
も
し
ろ
い
か
と
い
う
と
、
「
赤
い
紅
葉
」
と
い
い
ま
し
て
も
、
赤
に
は
い
ろ
/
＼
あ
り

ま
し
て
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
「
血
の
色
を
し
た
紅
葉
」
と
い
い
ま
す
と
、
何

と
も
い
え
ぬ
き
れ
い
な
色
が
、
目
の
前
に
現
わ
れ
て
来
ま
す
。
も
と
/
、
1
紅
葉
の
色
は
非

常
に
複
雑
な
赤
さ
で
す
が
、
そ
れ
を
こ
う
い
う
風
に
赤
い
、
あ
あ
い
う
風
に
赤
い
と
説
明

し
な
く
て
も
、
「
血
の
色
を
し
元
」
と
い
う
だ
け
で
、
ぴ
っ
た
り
と
印
象
が
は
っ
き
り
い

た
し
ま
す
。
山
に
雪
の
積
っ
て
い
る
風
景
を
い
う
の
で
も
、
「
白
い
峯
」
と
い
う
よ
り
も

し
ろ
が
ね

「
白
銀
の
峯
」
と
い
う
と
、
何
と
も
い
え
ぬ
渋
味
の
あ
る
、
ち
か
!
1
と
光
っ
て
落
活
き

の
あ
る
白
い
景
色
が
、
ぴ
っ
た
り
と
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
ご
L
れ
が
誓
喩
の

効
能
な
の
で
す
。
讐
喩
の
効
能
は
二
つ
の
方
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
た

と
え
を
持
っ
て
来
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
理
知
的
な
こ
と
を
相
手
に
た
や
す
く
理
解
さ
せ

る
。
こ
れ
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
お
も
し
ろ
さ
を
お
ぼ
え
さ
せ
美
的
感
覚
を
起
さ
せ
る
こ

と
で
す
。

こ
の
誓
喩
と
い
う
こ
と
が
、
中
国
の
文
学
で
は
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
「
朝
三
碁
匹
l
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
告
こ
り
は
こ
う
で

す
。
あ
る
人
が
、
猿
を
好
ん
で
沢
山
飼
っ
て
お
り
、
と
ち
の
某
を
食
わ
せ
て
お
い
た
の
で

九
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す
が
、
食
指
事
情
が
悪
!
＼
な
っ
た
の
で
、
猿
を
集
め
て
「
困
っ
た
こ
と
に
は
食
物
が
足
ら

ん
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
朝
は
三
つ
で
が
ま
ん
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
か
わ
り
夕
方
は

四
つ
や
る
か
ら
。
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
琉
ど
も
は
非
常
に
怒
っ
た
。
そ
こ
で
「
で
は
朝

は
凹
つ
夕
方
は
三
つ
や
る
こ
と
に
し
よ
う
。
」
と
い
つ
た
ら
皆
満
足
し
た
。
そ
れ
で
胡
三

芸
凹
と
い
う
言
葉
が
で
き
た
の
で
す
が
、
俸
給
を
上
げ
/
」
や
る
、
そ
う
し
て
税
金
で
ご
そ

っ
と
引
く
の
は
、
乙
の
胡
一
二
荘
川
の
や
ゎ
方
で
あ
り
ま
す
(
笑
声
)
。
と
こ
ろ
で
こ
の
朝

三
幕
間
の
藷
は
何
を
表
わ
し
て
告
る
か
と
い
う
と
、
本
質
に
お
い
て
は
何
も
か
わ
ら
ぬ
の

に
、
人
間
と
い
う
や
つ
は
ば
か
だ
か
ら
、
口
先
の
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
問
題
を
お
こ
す
と

い
う
こ
と
を
た
と
え
て
宕
る
の
で
あ
り
ま
す
。
結
局
三
つ
と
川
つ
は
七
つ
で
あ
っ
て
、
七

つ
は
ど
う
し
て
も
か
わ
ら
ぬ
の
に
、
三
つ
四
つ
と
い
う
こ
.
と
に
こ
だ
わ
っ
て
争
う
猿
ど
も

と
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
の
で
す
。
揮
沌
三
の
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
王
様
は
、
目
も
鼻
も

口
も
耳
も
な
い
、
の
つ
べ
ら
ぼ
う
の
班
を
し
て
い
た
の
で
、
友
人
た
ち
が
非
常
に
気
の
毒

が
つ
で
商
と
か
し
ノ
」
や
ろ
う
∴
と
、
親
切
に
い
ろ
!
＼
苦
心
し
て
目
鼻
口
耳
を
作
っ
て
や

っ
た
と
こ
ろ
が
、
津
沌
王
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
い
ら
ぬ
せ
わ
を
し
て
く
れ
た
か
ら
死
ん

で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
何
を
い
み
し
ノ
」
お
る
か
と
い
う
と
、
世
の
中
と
い
う
も
の
は
、
ご

た
!
＼
と
し
た
こ
と
を
や
、
h
ん
で
A
よ
い
の
だ
。
ご
た
!
、
・
と
小
細
工
を
や
る
か
ら
純
粋

の
世
界
が
と
わ
れ
で
し
き
り
の
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
お
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
理

知
的
な
誓
喩
の
用
法
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
情
趣
、
味
わ
い
を
深
め
る
た
め
の
誓
喩
、

王
事
寂
実
涙
欄
干
、
　
　
　
王
容
寂
尖
と
し
て
涙
欄
干
た
り
、

梨
花
一
枝
着
荷
雨
、
　
　
　
梨
花
一
枝
春
雨
を
辞
ぶ
。

こ
れ
は
唐
の
玄
宗
皇
帝
が
、
愛
し
て
お
っ
た
楊
貴
妃
を
失
っ
た
と
き
、
日
夜
煩
悶
に
た
え

た
い
で
、
ノ
使
者
を
や
っ
て
楊
貰
妃
の
魂
を
訪
問
さ
せ
た
。
そ
の
と
き
に
出
て
来
た
楊
貴
妃

-

の
姿
見
表
わ
し
き
言
葉
な
の
で
す
。
き
れ
い
な
か
ん
ば
せ
の
人
が
泣
い
て
お
る
。
そ
の
さ

ま
は
、
ち
ょ
う
ど
白
い
梨
の
花
が
一
枝
、
幕
の
雨
に
ぬ
れ
た
よ
う
な
串
も
む
き
だ
つ
た
と

い
う
表
現
で
あ
り
ま
す
。
玉
谷
1
玉
の
如
く
美
し
い
姿
1
が
す
で
堕
讐
喩
で
す
が
、
そ
れ

に
し
っ
と
り
と
春
雨
に
ぬ
れ
た
白
い
梨
の
花
を
持
っ
て
来
た
た
め
に
、
「
玉
容
」
が
一
層

美
化
さ
れ
、
情
趣
深
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
〇

こ
う
い
う
讐
喩
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
誓
喩
と
い
う
こ
と
の
機
能
は

何
で
あ
る
か
と
申
す
と
、
こ
れ
ま
た
対
照
的
の
考
え
方
感
じ
力
を
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ

り
ま
す
。
女
の
姿
と
春
雨
に
ぬ
れ
た
梨
花
の
姿
と
を
照
し
合
は
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊

か
な
情
趣
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
理
知
的
な
誓
喩
な
ら
ば
、
照
し
合
は

せ
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
豊
か
な
理
解
が
生
み
拇
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
誓
喩

は
、
二
つ
の
も
の
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
イ
」
、
別
な
幽
玄
の
他
界
を
作
り
出
す
は
た
ら

き
を
す
る
と
い
え
ま
し
よ
う
。
こ
の
誓
喩
と
い
う
こ
と
は
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
も
の
を

持
つ
l
⊂
来
な
け
れ
ば
効
果
が
な
い
の
で
す
。
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
も
の
を
持
っ
て
来
て

対
照
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
誓
喩
の
特
色
が
あ
る
の
で
す
。

中
国
の
女
学
に
お
け
る
表
現
上
の
も
う
一
.
つ
の
特
色
は
、
盛
ん
に
典
故
を
使
う
そ
と
で

あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
典
故
の
利
用
も
、
中
国
だ
け
の
専
売
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
中
田
の
文
学
ほ
ど
盛
ん
に
使
っ
た
も
の
は
、
恐
ら
く
他
に
見
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

私
は
あ
る
雑
誌
に
も
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
私
の
教
え
子
の
一
人
で
長
く
清
洲

に
い
ま
し
た
の
が
、
こ
の
戟
事
後
引
揚
げ
ノ
」
来
ま
し
た
。
太
平
洋
戦
争
の
始
ま
っ
た
直
後

の
こ
と
、
そ
の
人
が
平
素
親
し
く
し
イ
し
お
っ
た
一
中
国
人
に
向
つ
て
、
「
今
度
の
日
本
の

田
方
を
ど
う
思
う
か
、
宰
直
に
話
し
!
し
ほ
し
い
。
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
中
国
人
ば

た
ヾ
「
君
子
国
窮
」
の
四
言
を
も
つ
!
」
答
え
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
論
語
に
「
君
子
国

窮
、
小
人
窮
顆
濫
・
芙
」
と
あ
る
文
句
の
上
の
凹
字
だ
け
を
と
っ
た
の
で
す
。
論
語
の
い
み

は
、
「
君
子
だ
つ
/
」
ど
た
ん
ば
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
ど
ん
な
に
追

い
つ
め
ら
れ
l
′
」
も
、
決
し
て
悪
い
こ
と
は
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
小
人
は
追
い
つ
め
ら
れ

る
と
、
す
ぐ
む
ち
ゃ
を
す
る
」
.
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
こ
で
そ
の
坤
由
人
が
、
「
君

子
国
窮
」
と
囲
字
い
っ
た
の
は
、
ど
こ
に
狙
い
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
論
語
の
文
句
の
下

の
部
分
、
「
小
人
窮
斯
濫
央
」
に
あ
っ
た
の
で
し
て
、
づ
ノ
し
れ
に
よ
っ
て
日
本
を
批
評
し
た

わ
け
な
の
で
す
。

こ
.
の
よ
う
に
典
故
の
利
用
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
考
え
を
卒
直
に
述
べ
た
い
で
、
古

典
の
か
げ
に
か
く
れ
七
述
べ
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
自
分
の
い
う
こ
と

に
非
常
に
権
威
を
持
た
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
と
と
も
に
、
相
手
に
お
だ
や
か
に
ひ
ゞ
く



の
で
す
。
し
か
し
典
故
の
効
能
は
た
ゞ
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
女
せ
ん
。
ま
た
相
手
に
非
常

に
探
く
考
、
隻
己
せ
る
と
い
う
効
能
も
あ
り
、
ま
た
と
き
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
を
感
じ
さ
せ
る
こ

.
r

と
が
で
き
る
な
ど
、
い
ろ
!
＼
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
昔
、
装
槽
と
い
う
人
は
、
人
か
ら

告
金
を
も
ら
つ
ノ
L
は
、
そ
れ
で
貧
民
の
救
済
を
や
る
の
で
、
友
人
が
装
糖
に
向
つ
て

「
自
分
の
も
っ
て
い
る
も
の
を
人
に
与
え
る
な
ら
ば
話
が
か
か
る
が
、
も
ら
っ
て
采
で
与

え
る
の
は
告
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
い
ま
す
と
、
票
槽
は
各
、
り
三
、
「
抗
石
飴
、
補

不
足
、
天
之
遺
也
」
　
(
飴
り
有
る
を
抗
し
て
足
ら
ざ
る
を
袖
う
は
、
天
の
置
な
り
)
と

言
い
ま
し
た
。
あ
り
飴
る
と
こ
ろ
か
ら
、
取
っ
て
采
で
一
足
ら
な
い
と
こ
ろ
に
や
る
の
は
天

の
道
だ
。
こ
う
い
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
ユ
ー
ヰ
了
の
意
味
で
言
つ
密
の
で
す

が
、
こ
れ
は
持
り
ど
こ
ら
が
あ
る
の
で
す
。
老
子
の
言
葉
に
、
「
天
之
道
、
拇
有
飴
、
而

補
不
足
、
人
之
遺
、
則
不
燃
、
拇
不
足
、
而
奉
有
鉛
」
　
(
天
の
道
は
餃
り
有
る
を
摸
し
て

足
ら
ざ
る
を
補
う
。
人
の
道
は
然
ら
す
。
足
ら
ざ
る
を
拇
し
て
飴
り
有
る
に
奉
す
)
と
あ

る
の
が
そ
れ
で
す
。
あ
り
飴
る
も
の
か
ら
放
つ
/
」
来
て
足
ら
な
い
も
の
に
補
っ
て
や
る

の
が
天
の
道
だ
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
そ
つ
で
は
た
く
、
足
ら
な
い
も
の
か
ら
取
り
上
げ

て
、
あ
り
あ
ま
る
と
こ
ろ
え
や
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
砦
糟
は
こ
れ
怒
持
ち

出
し
.
て
　
「
お
れ
は
天
の
道
を
行
う
の
だ
よ
」
と
皮
肉
っ
た
の
で
す
。

こ
の
典
故
の
利
用
は
、
相
手
に
探
い
暗
示
を
与
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
今
引
き
ま
し
た

「
絹
布
飴
)
補
不
足
、
天
之
道
也
」
と
こ
れ
だ
け
言
っ
た
の
で
、
相
手
は
老
子
の
吉
共
全

体
を
思
い
浮
か
べ
た
わ
け
で
す
し
、
さ
き
の
一
中
国
人
が
、
「
君
子
固
窮
」
と
い
っ
た
だ

け
で
、
こ
ち
ら
は
、
「
小
人
窮
斯
濫
央
」
ま
で
も
思
い
出
し
ま
す
。
だ
か
ら
作
晶
の
中
に

典
故
を
利
用
し
て
あ
り
ま
す
と
、
読
者
は
伺
ら
拘
束
さ
れ
す
に
、
ご
く
自
由
な
気
薄
で
、

そ
の
簡
単
な
言
葉
に
よ
っ
て
複
雑
な
背
景
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
ら
、
自
然
に
作
品
の

解
釈
鑑
賞
を
非
常
に
豊
富
に
す
る
こ
と
が
田
文
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
作
品
を
立

体
的
に
、
奥
ゆ
き
搾
く
、
解
釈
し
鐸
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
ま
し
よ
う
。
そ
こ
が
、

典
故
の
も
つ
文
芸
的
効
果
の
大
切
な
点
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
問
題
は
、
軍
者
が
こ
れ
計

知
っ
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
予
備
知
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
由
と
い
う
こ
と
で
す
。
誓

喩
は
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
持
っ
て
来
/
L
効
果
を
あ
げ
る
の
で
す
が
、
典
故
は
そ
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う
で
な
く
予
備
知
識
の
あ
る
も
の
だ
け
が
わ
か
る
使
い
方
な
の
で
す
。
そ
こ
に
貴
鮭
的
と

い
う
か
特
権
的
と
い
う
か
、
「
つ
の
困
難
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
典
故
の
利
用
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
せ
ば
そ
の
際
卸
に
於
で
は
聖
職
と

適
す
る
の
で
、
む
し
ろ
璧
喩
の
一
種
と
も
言
え
ま
し
ま
う
が
・
、
そ
の
詳
論
は
し
ば
ら
く
あ

一

く
と
し
て
、
と
も
か
く
、
過
去
の
事
実
と
今
の
事
実
と
を
照
し
合
は
せ
て
考
え
る
こ
と
な

の
で
す
。
た
と
え
ば
、
今
の
非
.
血
糖
の
詣
で
申
し
ま
す
と
、
貧
民
を
救
う
こ
と
は
現
在
で

す
。
こ
の
現
在
の
こ
と
と
、
老
子
の
い
っ
た
過
去
の
こ
と
と
を
無
し
合
は
せ
て
考
え
る
の

で
す
。
一
中
国
人
が
、
「
君
子
固
窮
」
と
言
っ
た
の
は
、
現
在
の
こ
と
を
論
語
の
文
句
と

照
し
合
せ
で
考
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
対
照
的
の
考
え
方
だ
と
言
え
ま
し
・

よ
う
。
さ
き
に
述
べ
ま
し
た
意
の
言
外
に
あ
る
を
貴
ぶ
と
か
、
対
句
と
か
、
誓
喩
と
か

は
l
二
つ
の
こ
と
を
対
照
し
/
∴
そ
こ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
新
し
い
意
味
を
生
産
す
る
の
が

普
通
で
す
が
、
こ
の
典
故
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
古
典
に
帰
;
ソ
る
色
彩
の

濃
い
の
が
普
通
で
す
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
や
り
方
は
皆
対
照
的

に
も
の
ど
と
を
考
え
た
り
感
じ
た
り
し
て
、
そ
れ
か
ら
一
つ
の
世
界
を
生
み
出
す
と
い
う

点
は
共
通
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
　
乙
1
で
、
も
の
ご
と
を
対
照
的
に
扱
っ
て
そ
こ
か
ら
別
の
一
つ
の
世
界
を
生
み

鎖
す
と
は
、
一
休
ど
ん
な
青
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
お
く
.
必
要
が
あ
h
リ
ま

す
。
二
つ
の
も
の
ご
と
を
対
照
し
て
考
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
と
は
、
そ
の
二
つ
の
そ
れ

ん
＼
の
立
場
に
お
い
て
、
そ
の
特
色
を
発
拝
さ
せ
、
ま
た
認
識
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
対
照
に
ょ
つ
で
、
別
の
世
界
を
生
み
出
す
と
は
、
こ
れ
即
ち
融
合
の

境
地
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
中
国
の
文
学
に
お
い
で
、
少
く
と
も

過
去
の
中
国
の
文
学
に
お
い
て
、
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
表
現
上
の
特
色
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
民
放
に
は
融
合
の
境
地
を
求
め
よ
う
と
す
る
一
つ
の
性
格
が
あ
る
と
推
断
す
る

こ
と
も
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
大
変
ご
た
・
′
～
し
た
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
世
の
中
の
す
べ
て
の
こ
と
が
、
対

立
の
姿
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
つ
ま
で
も
へ
り
く
つ
の
泥
仕
合

に
終
始
し
て
恰
も
か
の
二
木
の
平
行
綿
が
無
限
に
つ
ゞ
く
が
如
く
、
未
来
永
劫
、
融
合

一
一



中
国
文
学
に
於
け
る
融
合
性
〔
斯
波
〕

の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
ま
あ
私
の
つ
ま
ら
ぬ
話
も
、
対

照
的
に
お
考
え
く
だ
さ
つ
て
、
何
か
皆
様
方
が
融
合
の
世
界
を
生
み
出
し
て
く
だ
さ
る
よ

う
に
…
。
御
清
旗
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
(
拍
手
)
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ABSTEACTS OF ESSAYS

Creative Harmony in Chinese Literature

Rokuro Shiba

In Chinese literature the introduction of novel materials is usually less im-

portant than to take up again existing materials and to give them a finer ex-

pression. The result is that more effort was directed to the way of xpression

rather than to contents. The remarkable features are the favourite use of (1)

antithesis, (2) similie, and (3) authentic precedent. These rhetorics are origin-

ated in the Chinese minds of thinking in contrast. To set A against B is to

produce C,the union of A and B.

We have seen in the above that the literature of Chinese people is full of

such rhetorics as antithesis, similie, and authentic precedent, based upon theix

comparative way of thinking; so it may be called a literature depicting the

world of harmony.
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