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し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
は
杞
憂
に
過
ぎ
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

小
説
部
門
に
つ
い
て
、

「
デ
モ
行
進
」
は
、「
ま
さ
か
あ
の
老
人
が
個
体

数
を
増
や
し
て
い
る
は
ず
は
な
い
が
、
こ
の
ザ

リ
ガ
ニ
の
よ
う
に
死
ん
で
な
い
と
誰
に
言
え
よ

う
」、「
ナ
メ
ク
ジ
が
天
国
ま
で
持
っ
て
い
っ
た

の
だ
と
、
彼
ら
は
言
っ
た
」
な
ど
、
変
な
の
に

ど
こ
か
説
得
力
の
あ
る
文
章
が
要
所
要
所
に
効

い
て
い
て
、
ず
っ
と
真
顔
で
冗
談
を
言
い
続
け

る
人
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち

で
終
始
惹
き
つ
け
ら
れ
て
読
ん
だ
。
た
だ
、
結

末
で
村
と
死
刑
囚
の
因
果
関
係
に
一
応
の
決
着

が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
逆
に
小
説

の
魅
力
を
削
い
で
し
ま
っ
て
い
る
気
が
し
て
、

強
く
推
し
き
れ
な
か
っ
た
。

「
睡
魔
は
お
う
ど
色
の
空
に
沈
む
」。
明
け
方
に

孤
独
な
女
主
人
公
が
代
わ
り
映
え
の
し
な
い
未

来
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
ベ
ラ
ン
ダ
で
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
を
食
べ
る
シ
ー
ン
は
、
美
し
く
も
あ
り

こ
の
小
説
を
よ
く
集
約
し
て
い
る
部
分
だ
と
思

う
け
れ
ど
、
な
ん
だ
か
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
コ
マ

ー
シ
ャ
ル
を
読
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
全
体

的
に
著
者
が
主
人
公
に
同
情
し
す
ぎ
て
い
る
よ

　

評
論
部
門
に
つ
い
て
、

「
運
動
す
る
写
生

│
映
画
の
時
代
の
子
規
」

は
、
子
規
の
思
想
の
変
遷
と
映
画
の
論
理
と
の

照
応
性
を
巡
っ
て
多
数
の
引
用
に
周
到
な
考
察

が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
最
後
ま
で
ご
く
堅
実
に

ま
と
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
緻
密
な
講
義

ノ
ー
ト
を
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た
印
象
で
、
与
え

ら
れ
た
情
報
量
の
割
に
こ
ち
ら
か
ら
生
意
気
な

意
見
や
質
問
を
す
る
気
に
な
れ
な
い
点
に
物
足

り
な
さ
を
感
じ
た
。

「『
帝
国
』
に
抗
し
て

│
中
島
敦
論
」
に
関
し

て
、
私
は
そ
も
そ
も
こ
の
評
論
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
「
帝
国
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
最
後
ま
で
つ

か
め
ず
、
読
み
づ
ら
か
っ
た
。
著
者
に
と
っ
て

の
「
帝
国
」
が
具
体
的
に
は
ど
こ
ま
で
の
意
味

を
含
む
「
帝
国
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
こ
の

評
論
の
大
き
な
足
場
で
あ
る
か
ら
に
は
明
確
に

説
明
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。

「
自
分
な
ら
ざ
る
者
を
精
一
杯
に
生
き
る

│

町
田
康
論
」
は
、
語
り
手
の
属
性
を
巡
っ
て
著

者
の
言
い
分
が
二
転
三
転
す
る
の
で
混
乱
し
た
。

琵
琶
法
師
か
ら
小
沢
健
二
ま
で
強
引
な
が
ら
も

持
て
る
も
の
す
べ
て
を
自
説
に
取
り
込
ん
で
発

展
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
好
感
を

持
っ
た
一
方
、「
社
会
の
文
脈
を
超
え
て
い
く
」

「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
情
熱
」
な
ど
、
肝
心
な
部
分

で
抽
象
的
表
現
に
逃
れ
て
い
る
の
が
気
に
な
っ

た
。
た
だ
、
そ
う
い
う
指
摘
を
聞
き
つ
け
れ
ば

即
座
に
二
倍
三
倍
の
言
葉
で
言
い
返
し
て
き
そ

う
な
著
者
の
覇
気
は
感
じ
ら
れ
た
。

　

一
長
一
短
は
あ
る
け
れ
ど
、
子
規
論
と
町
田

論
に
優
秀
作
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ
て
選
考

会
に
臨
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
議
論
を
重
ね
て
い
く

に
つ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
抱
え
る
難
点
が

当
初
よ
り
も
強
く
意
識
さ
れ
て
き
て
、
こ
の
二

本
が
来
年
以
降
評
論
部
門
の
応
募
者
に
と
っ
て

「
お
手
本
」
と
な
っ
て
は
困
る
と
い
う
懸
念
か

ら
、
最
終
的
に
は
優
秀
作
と
し
て
も
推
薦
で
き

な
か
っ
た
。
と
は
い
え
も
と
も
と
志
の
高
い
人

は
「
お
手
本
」
に
沿
っ
て
書
く
よ
う
な
こ
と
は

青
山
七
恵

選 

評 選
評
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う
に
思
う
。

「
青
の
彼
岸
」
は
、
善
悪
の
根
拠
、
記
憶
の
捻

れ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩
壊
、
父
親
と
の

確
執
な
ど
、
書
き
た
い
こ
と
を
欲
張
り
す
ぎ
て

し
ま
っ
た
。
欲
張
る
こ
と
自
体
は
い
い
こ
と
だ

け
れ
ど
、
一
つ
一
つ
の
テ
ー
マ
に
と
こ
と
ん
腰

を
据
え
て
考
え
抜
く
覚
悟
が
ほ
し
い
。
た
だ
、

「
睡
魔
は
〜
」
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
シ
ー
ン
と
対

照
的
に
、
こ
ち
ら
の
主
人
公
が
布
団
の
な
か
で

サ
ン
マ
の
蒲
焼
き
の
缶
詰
を
水
も
ご
飯
も
な
し

に
食
べ
る
シ
ー
ン
に
は
、
紙
面
か
ら
い
や
お
う

な
し
に
染
み
出
し
て
く
る
人
間
臭
が
感
じ
ら
れ

た
。
食
べ
て
い
る
も
の
の
差
で
は
な
く
て
、
こ

の
著
者
の
力
量
だ
と
思
う
。

「
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち
の
惑
星
」。
中
盤
ま
で
は

興
味
を
持
っ
て
読
ん
だ
け
れ
ど
、
尻
す
ぼ
み
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
も
っ
た
い
な
い
。
キ
ー
パ
ー

ソ
ン
で
あ
る
先
生
の
つ
ま
ら
な
い
発
話
は
思
い

切
っ
て
削
っ
て
、
あ
く
ま
で
主
人
公
カ
ッ
プ
ル

の
関
係
の
変
化
、
も
し
く
は
徹
底
的
な
不
変
化

を
突
き
詰
め
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

「
吾
輩
ハ
猫
ニ
ナ
ル
」。
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
冒
頭

か
ら
始
ま
っ
て
、
数
ペ
ー
ジ
後
に
は
紙
面
い
っ

ぱ
い
に
見
慣
れ
な
い
漢
字
と
ル
ビ
と
注
が
所
狭

し
と
ひ
し
め
く
。
最
初
は
読
み
づ
ら
く
て
嫌
だ

な
あ
と
思
い
、
い
ち
い
ち
注
を
め
く
る
の
も
著

者
の
手
中
で
遊
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
癪
だ
っ
た

は
ず
な
の
に
、
読
み
進
め
る
に
つ
れ
な
ぜ
だ
か

喜
ん
で
い
る
自
分
に
気
づ
い
た
。
呆
然
と
し
て

く
る
の
は
、「
ち
ょ
っ
ぴ
り
ぽ
っ
ち
ゃ
り
ま
こ

に
ゃ
ん
」
が
出
て
き
た
あ
た
り
か
ら
。
読
み
終

え
た
直
後
は
「
呆
然
」
の
あ
と
に
「
自
失
」
ま

で
つ
い
て
し
ま
い
そ
う
だ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
読

ん
で
き
た
も
の
は
、
一
体
な
ん
だ
っ
た
ん
だ
ろ

う
？

戸
惑
い
が
あ
ま
り
に
大
き
く
て
、
と
て

も
当
選
作
と
し
て
推
す
心
境
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
け
れ
ど
も
選
考
の
場
で
強
く
あ
が
っ
た
肯

定
的
な
意
見
を
聞
く
う
ち
、
こ
の
小
説
は
、
真

面
目
に
読
ん
で
真
面
目
に
戸
惑
い
、
結
果
╳
を

つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
自
分
の
よ
う
な
読
者

（
そ
し
て
書
き
手
）
の
た
め
に
こ
そ
書
か
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
と
思
え
て
き
た
。
今
は
、
そ
の

真
面
目
さ
が
は
ら
む
胡
散
臭
さ
を
、
こ
の
小
説

に
笑
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
だ
。
受
賞
と

な
っ
た
横
山
さ
ん
に
は
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
、

読
む
人
を
呆
然
と
さ
せ
、
挑
発
し
て
い
っ
て
ほ

し
い
。

阿
部
和
重

選 

評

　

評
論
部
門
に
推
せ
る
も
の
は
な
か
っ
た
が
、

掲
載
に
反
対
は
な
い
と
い
う
考
え
に
よ
り
、
二

篇
を
優
秀
作
と
す
る
こ
と
に
わ
た
し
は
同
意
し

た
。
最
も
低
調
だ
っ
た
『「
帝
国
」
に
抗
し
て

│
中
島
敦
論
』
は
、
好
意
的
に
み
れ
ば
柄
谷

行
人
の
二
次
創
作
だ
が
、
そ
の
電
波
文
書
的
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
評
論
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を

あ
ま
り
に
も
欠
い
て
い
る
。
論
者
に
は
せ
め
て
、

「
転
倒
」
と
「
異
様
な
世
界
の
開
示
」
以
外
の
こ

と
に
も
注
目
し
て
ほ
し
か
っ
た
。『
自
分
な
ら
ざ

る
者
を
精
一
杯
に
生
き
る

│
町
田
康
論
』
は
、

町
田
作
品
の
饒
舌
体
に
お
け
る
言
葉
の
自
己
増

殖
運
動
を
理
論
的
に
抽
出
す
る
試
み
だ
が
、
当

の
ア
イ
デ
ィ
ア
自
体
は
悪
く
な
い
。
が
、
粗
雑

で
ご
都
合
主
義
的
な
論
述
と
テ
ク
ス
ト
の
読
み

込
み
不
足
が
ひ
ど
く
目
に
つ
い
た
。
こ
の
程
度

で
は
町
田
作
品
を
読
み
解
い
た
と
は
言
え
な
い
。

『
運
動
す
る
写
生

│
映
画
の
時
代
の
子
規
』

は
、
い
ち
お
う
は
筋
の
通
っ
た
議
論
を
展
開
で
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な
い
。

　

今
回
、
わ
た
し
は
当
選
作
の
『
吾
輩
ハ
猫
ニ

ナ
ル
』
の
み
に
○
を
つ
け
、
ほ
か
は
小
説
も
評

論
も
す
べ
て
╳
を
つ
け
た
。
今
年
に
か
ぎ
ら
ず
、

過
去
二
年
間
の
最
終
候
補
作
と
比
較
し
て
も
、

本
作
は
明
ら
か
に
傑
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
評

論
部
門
の
ど
の
候
補
作
よ
り
も
、
こ
の
小
説
は

高
い
批
評
性
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が

創
造
性
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
小
説
の

候
補
作
中
最
も
枚
数
の
少
な
い
短
篇
だ
が
、
仕

掛
け
に
満
ち
て
い
て
、
読
み
ど
こ
ろ
は
多
々
あ

る
。
語
学
を
軸
と
し
た
日
中
間
の
文
化
的
懸
隔

を
背
景
に
据
え
て
文
章
表
現
に
も
独
自
の
工ル

夫ビ

を
加
え
、
心
境
小
説
か
ら
観
光
小
説
へ
と
移
ろ

う
う
ち
に
夏
目
漱
石
と
奥
泉
光
の
周
囲
を
旋
回

す
る
、
周
到
着
実
に
組
み
立
て
ら
れ
た
二
重
三

重
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
試
み
。
本
作
の
特
徴
を
要

約
す
れ
ば
こ
う
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
ひ
と
え
に

あ
の

0

0

、
驚
く
べ
き
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
場
面
を
実

現
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
作
中
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
に
感
動
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
か
け

ら
れ
た
執
筆
上
の
コ
ス
ト
が
、
並
大
抵
の
も
の

で
は
な
い
の
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

物
語
上
で
起
こ
る
出
来
事
自
体
は
い
た
く
バ
カ

バ
カ
し
い
が
、
そ
の
こ
と
も
含
め
、
作
品
は
き

き
て
は
い
る
。
が
、
リ
ア
リ
ス
ト
た
る
子
規
の

俳
句
論
に
（
次
世
代
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
）
映

画
と
の
「
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
照
応
性
を
み
る
」

と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
と
り
た
て
て
驚
く
よ

う
な
も
の
で
も
な
く
、
結
果
的
に
は
単
な
る
同

時
代
性
の
追
認
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
な
ら
ば
、
む
し
ろ
終
盤
で
引
用
さ
れ
る
寺

田
寅
彦
の
発
想
に
デ
ジ
タ
ル
表
現
論
の
先
取
性

で
も
無
理
矢
理
に
見
出
す
ほ
う
が
、
刺
激
的
な

議
論
に
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　

小
説
部
門
の
『
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち
の
惑
星
』

が
、「
会
話
困
難
者
」
の
描
写
に
失
敗
し
て
い
る

の
は
、
一
人
称
の
饒
舌
体
を
採
用
し
た
た
め
だ

ろ
う
。
語
り
手
の
律
儀
な
分
析
的
物
言
い
自
体

は
本
作
の
長
所
と
も
言
い
う
る
の
だ
が
、「
時
計

じ
か
け
」
の
男
女
間
の
ド
ラ
マ
に
よ
う
や
く
時0

差0

が
生
じ
た
と
こ
ろ
で
幕
切
れ
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
物
語
を
適
切
に
終
わ
ら
せ
る
に

は
、
彼
女
視
点
の
パ
ー
ト
も
描
か
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
だ
。『
睡

魔
は
お
う
ど
色
の
空
に
沈
む
』
は
、
良
く
も
悪

く
も
教
科
書
的
で
既
視
感
が
強
い
が
、
あ
え
て

そ
の
こ
と
は
措
く
。
そ
れ
よ
り
も
、
書
き
た
い

と
こ
ろ
の
み
を
書
き
、
あ
と
は
投
げ
っ
ぱ
な
し

の
ま
ま
作
者
の
都
合
だ
け
で
終
え
て
し
ま
っ
た

よ
う
な
作
品
の
締
め
括
り
方
は
見
す
ご
す
わ
け

に
は
ゆ
か
な
い
。
一
定
の
技
術
を
持
っ
て
い
て

も
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
の
風
呂
敷
も
畳
め
な
い
よ

う
で
は
先
行
き
は
暗
い
。『
青
の
彼
岸
』
は
、
既

視
感
の
発
生
に
抗
い
、
書
き
に
く
い
こ
と
も
書

こ
う
と
す
る
作
者
の
気
概
の
よ
う
な
も
の
を
一

時
的
に
は
感
じ
と
れ
た
が
、
最
後
ま
で
読
み
通

す
と
、
単
に
未
整
理
な
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
悪

印
象
し
か
残
ら
な
い
。
お
ま
け
に
唐
突
な
「
父

殺
し
」
へ
の
言
及
が
あ
る
せ
い
で
、
と
ど
の
つ

ま
り
作
者
は
、
そ
う
し
た
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
純

文
学
的
ク
リ
シ
ェ
の
数
々
と
た
だ
戯
れ
て
み
た

か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思

え
て
く
る
。『
デ
モ
行
進
』
の
メ
ル
ヘ
ン
的
な
寒

村
物
語
は
、
ダ
ブ
ル
プ
ロ
ッ
ト
の
も
う
片
方
の

主
人
公
た
る
死
刑
囚
が
、
罪
と
罰
を
受
け
入
れ

る
ま
で
の
内
面
的
変
遷
を
形
象
化
し
た
ド
ラ
マ

と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
幻
想
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
設
定
や
展
開
が
恣
意
的
で
よ
い

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
幻
想
小
説
的
表

現
は
、
作
者
が
少
し
で
も
力
を
抜
け
ば
自
堕
落

な
空
想
と
見
分
け
が
つ
き
に
く
い
。
だ
と
す
れ

ば
、
作
品
世
界
の
構
築
は
厳
密
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
作
者
が
困
難
を
避
け
て
楽
に
書
い
て
い

る
と
見
ら
れ
て
し
ま
え
ば
「
夢
」
は
成
り
立
た
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わ
め
て
的
確
に
二
国
間
の
言
語
的
現
実
と
「
猫
」

と
い
う
記
号
の
歴
史
性
を
描
き
出
し
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
作
者
は
、
さ
ら
に

枚
数
を
か
け
て
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
盛
り
込
み
、
い
く
ら
で
も
ペ
ダ
ン
チ
ッ

ク
に
書
く
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
が
、
本
作
は

終
始
た
い
へ
ん
抑
制
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
わ

た
し
が
最
も
感
心
し
た
の
は
そ
の
、
目
的
実
現

の
た
め
に
自
ら
の
創
意
を
調
え
る
、
作
者
の
自

制
的
な
筆
運
び
だ
っ
た
。
最
後
の
選
考
の
機
会

に
こ
れ
ほ
ど
の
候
補
作
と
出
会
え
た
こ
と
は
僥

倖
だ
っ
た
と
言
え
る
。

安
藤
礼
二

選 

評

　

評
論
部
門
三
篇
、
小
説
部
門
五
篇
の
そ
れ
ぞ

れ
の
候
補
作
に
、
私
は
三
段
階
の
評
価
を
つ
け

て
選
考
会
に
臨
ん
だ
。
╳
は
作
品
と
し
て
の
体

を
な
し
て
い
な
い
。
△
は
他
の
候
補
作
と
比
較

し
て
相
対
的
に
評
価
す
べ
き
点
が
あ
る
。
○
は

他
の
候
補
作
と
比
較
し
て
圧
倒
的
に
優
れ
て
い

る
点
が
あ
る
。
○
は
当
選
作
、
△
は
、
あ
る
場

合
に
は
優
秀
作
に
推
す
、
と
い
う
基
準
で
あ
る
。

　

評
論
部
門
で
、
私
は
坂
口
周
の
「
運
動
す
る

写
生
」
と
矢
野
利
裕
の
「
自
分
な
ら
ざ
る
者
を

精
一
杯
に
生
き
る
」
に
△
を
つ
け
た
。
佐
野
正

人
の
「『
帝
国
』
に
抗
し
て
」
は
、「
帝
国
」
を

生
き
、「
帝
国
」
に
抗
し
た
中
島
敦
を
主
題
と
し

た
論
考
で
あ
る
が
、
私
に
は
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
を
ま
っ
た
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
ど
こ
か
で
読
ん
だ
記
憶
の
あ
る
ポ

ス
・
コ
ロ
、
カ
ル
・
ス
タ
全
盛
時
代
の
中
島
敦

論
を
た
だ
切
り
貼
り
し
た
だ
け
、
と
い
う
印
象

で
あ
る
。
坂
口
の
も
の
は
、
子
規
の
写
生
論
を
、

ま
さ
に
同
時
代
に
誕
生
し
た
ば
か
り
の
映
画
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、

私
は
批
評
と
い
う
よ
り
も
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ

れ
る
研
究
論
文
だ
と
思
っ
た
。
つ
ま
り
一
つ
の

主
題
を
堅
実
に
、
な
お
か
つ
深
く
掘
り
下
げ
て

い
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
比
し
て
、
矢
野
の
も
の
は
明
ら
か
に
作
者

自
身
の
表
現
へ
の
意
志
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

つ
ま
り
批
評
で
あ
る
。
し
か
し
、
町
田
康
と
い

う
独
特
な
魅
力
を
も
つ
書
き
手
の
作
品
世
界
を

論
じ
な
が
ら
、
そ
れ
を
真
摯
に
掘
り
下
げ
る
こ

と
を
せ
ず
、「
語
り
」
に
つ
い
て
の
饒
舌
が
過
ぎ

る
と
感
じ
た
。
ま
た
文
中
で
、
突
如
と
し
て
私

の
名
前
が
言
及
さ
れ
る
が
、
何
か
の
目
配
せ
だ

と
し
た
ら
、
ま
っ
た
く
余
計
な
一
節
で
あ
る
。

　

研
究
な
の
か
批
評
な
の
か
。
選
考
会
で
は
、

ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
も
選
ば

な
い
か
と
い
う
議
論
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
優

秀
作
に
推
す
選
考
委
員
も
い
る
こ
と
で
あ
る
し
、

サ
ン
プ
ル
と
し
て
二
作
を
優
秀
作
で
掲
載
す
る

と
い
う
結
論
に
落
ち
着
い
た
。
た
だ
、
私
と
し

て
は
、
優
秀
作
を
二
作
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は

最
後
ま
で
反
対
し
た
。
一
長
一
短
が
あ
り
、
他

の
候
補
作
と
比
較
し
て
圧
倒
的
に
優
れ
た
点
が

あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
以
外
、
優
秀
作
と
し

て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
無
条
件
で
掲
載
し
て
し

ま
う
こ
と
は
「
妥
協
」
で
あ
る
と
思
う
。
昨
年

度
の
選
考
会
で
も
強
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
の

で
、
私
は
、
ど
ち
ら
も
優
秀
作
と
し
て
掲
載
す

べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
厳
し
い
こ
と
を

記
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
人
に
は
、

ぜ
ひ
と
も
今
後
、
こ
の
よ
う
な
私
の
評
言
を
根

底
か
ら
覆
す
批
評
家
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と

思
う
。

　

小
説
部
門
で
、
私
は
横
山
悠
太
の
「
吾
輩
ハ

猫
ニ
ナ
ル
」
に
○
を
、
濱
野
と
も
み
の
「
睡
魔

は
お
う
ど
色
の
空
に
沈
む
」
と
山
﨑
健
の
「
デ

モ
行
進
」
に
△
を
つ
け
た
。
他
の
作
品
が
応
募

規
定
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
の
枚
数
を
費
や
し
て
い
る
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す
ぎ
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
生
々
し
く
光

る
描
写
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
創
造
的
な

反
復
で
は
な
く
、
単
調
な
反
復
を
免
れ
て
い
な

い
。「
物
語
」
を
破
綻
な
く
仕
上
げ
て
い
る
と
い

う
点
で
は
西
野
文
明
の
「
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち

の
惑
星
」
も
、
虚
構
の
「
世
界
」
へ
の
意
志
を

貫
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
松
葉
将
生
の
「
青

の
彼
岸
」
も
あ
て
は
ま
る
が
、
濱
野
に
比
べ
て

西
野
は
作
為
が
過
ぎ
、
山
﨑
に
比
べ
て
松
葉
は

無
作
為
が
過
ぎ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
の
で
、
と

も
に
評
価
で
き
な
か
っ
た
。

奥
泉
光

選 

評

　

現
在
文
芸
誌
の
公
募
新
人
賞
で
評
論
部
門
が

あ
る
の
は
『
群
像
』
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
三

年
ほ
ど
選
考
委
員
を
や
っ
て
み
て
、
批
評
と
云

う
ジ
ャ
ン
ル
の
力
の
衰
え
を
ど
う
し
て
も
感
じ

て
し
ま
う
。
文
学
研
究
と
も
社
会
学
と
も
違
う
、

批
評
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
形
式
は
、
二
十

世
紀
一
杯
で
命
数
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
か
。

と
、
ひ
と
ご
と
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
が
、
も

し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
小
説
も
ま
た
同
じ
運
命

の
に
対
し
て
、
横
山
の
作
品
は
わ
ず
か
そ
の
半

分
強
で
あ
る
。
そ
の
点
に
ま
ず
作
者
の
批
評
性

を
感
じ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
作
品
自
体
も

無
駄
が
削
ぎ
落
と
さ
れ
、
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ

た
、
ク
リ
ア
か
つ
コ
ン
パ
ク
ト
な
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
作
品
の
な
に
よ
り
の
魅
力
は
、

わ
れ
わ
れ
が
普
段
ま
っ
た
く
意
識
し
な
い
で

使
っ
て
い
る
漢
字
と
平
仮
名
、
そ
し
て
カ
タ
カ

ナ
か
ら
な
る
日
本
語
の
異
様
さ
を
、
中
国
と
日

本
の
「
混
血
」（
ダ
ブ
ル
）
の
少
年
を
通
し
て
、

描
き
尽
く
し
た
点
に
あ
る
。
し
か
も
、
途
中
ま

で
は
漱
石
の
批
評
的
な
パ
ロ
デ
ィ
と
思
わ
せ
な

が
ら
、
作
者
は
、
少
年
を
ま
っ
た
く
思
い
も
つ

か
な
か
っ
た
方
法
で
、
文
字
通
り
「
猫
」
に
さ

せ
て
し
ま
う
（
不
覚
に
も
読
ん
で
い
て
思
わ
ず

噴
き
出
し
て
し
ま
っ
た
）。
そ
の
瞬
間
、
少
年
が

忌
み
嫌
っ
て
い
た
カ
タ
カ
ナ
が
満
ち
溢
れ
る
。

　

横
山
の
作
品
の
完
成
度
に
比
べ
る
と
、
他
の

作
品
は
ど
う
し
て
も
数
段
評
価
が
落
ち
、
掲
載

に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
私
は
、「
物

語
」
を
破
綻
な
く
仕
上
げ
て
い
る
と
い
う
点
で

濱
野
の
作
品
を
、
虚
構
の
「
世
界
」
を
構
築
し

よ
う
と
い
う
意
志
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
点
で

山
﨑
の
作
品
を
評
価
し
た
い
と
思
う
。
濱
野
の

作
品
は
、
古
び
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
掲
示
板
に
不

定
期
に
貼
ら
れ
る
「
貼
り
紙
」
を
介
し
て
、
部

屋
に
引
き
籠
も
る
よ
う
に
暮
ら
し
な
が
ら
着
付

け
や
ヘ
ア
・
メ
イ
ク
を
行
っ
て
生
計
を
立
て
て

い
る
姉
と
、
そ
の
姉
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
サ

ポ
ー
ト
す
る
大
学
生
の
弟
、
さ
ら
に
は
そ
の
姉

弟
を
訪
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
一
人
の
女
性
を
め

ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
や
が
て
そ
の
女
性
は
、
弟

に
執
着
を
示
す
別
の
住
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻

き
込
ま
れ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
て
替
え
と
と
も

に
、
す
べ
て
の
関
係
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
。

ま
っ
た
く
の
他
人
で
あ
る
姉
弟
と
の
関
係
の
な

か
に
安
ら
ぎ
を
見
出
し
、
最
後
に
は
姉
と
と
も

に
昼
寝
を
し
て
し
ま
う
女
性
の
描
写
な
ど
、
捨

て
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
何

気
な
い
が
魅
力
的
な
「
物
語
」
を
紡
ぎ
出
せ
る

能
力
を
評
価
し
た
い
と
思
っ
た
。

　

山
﨑
の
作
品
は
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
一
人

の
男
と
、
自
分
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で

あ
る
そ
の
男
を
救
う
た
め
に
デ
モ
を
組
織
し
、

そ
の
デ
モ
を
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
続
け
て
い

る
山
奥
に
隔
絶
し
た
村
の
住
民
た
ち
を
描
い
た
、

カ
フ
カ
的
な
物
語
で
あ
る
。
虚
構
の
「
世
界
」

を
、
精
密
か
つ
執
拗
に
描
き
続
け
て
い
こ
う
と

い
う
意
志
を
貫
い
て
い
る
点
は
評
価
し
た
い
と

思
う
。
し
か
し
、
や
は
り
、
物
語
と
し
て
は
長
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の
下
に
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
批
評
と

文
学
研
究
が
地
続
き
で
あ
る
よ
う
に
、
小
説
と

批
評
も
地
続
き
で
あ
り
、
そ
の
地
盤
沈
下
は
文

学
研
究
、
小
説
を
も
ろ
と
も
引
き
摺
り
込
ま
ず

に
は
お
か
ぬ
。
批
評
が
沈
ん
だ
あ
と
に
は
無
味

乾
燥
な
研
究
と
単
純
な
物
語
し
か
残
ら
な
い
だ

ろ
う
。
い
や
、
す
で
に
そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
の

で
、
し
か
し
自
分
は
そ
の
趨
勢
に
抗
し
た
い
と

思
う
。
今
回
で
選
考
委
員
は
最
後
に
な
る
が
、

よ
い
批
評
の
書
き
手
の
登
場
に
自
分
は
期
待
し

続
け
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
我
々
が
知

る
批
評
と
は
違
う
何
か
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

批
評
も
小
説
も
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
消
え
て
も
か

ま
わ
な
い
。
だ
が
、
言
葉
の
運
動
が
作
り
出
す

批
評
の
力
、
そ
れ
だ
け
は
我
々
の
自
由
の
た
め

に
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

評
論
部
門
の
候
補
作
は
三
作
。
選
考
会
で
は

ど
れ
も
水
準
に
達
し
て
い
な
い
と
な
り
、
優
秀

賞
を
含
め
受
賞
作
な
し
と
の
意
見
が
か
な
り
有

力
で
あ
っ
た
。
が
、
自
分
は
矢
野
利
裕
氏
の
町

田
康
論
の
、
文
章
の
錬
磨
や
テ
ク
ス
ト
の
読
み

込
み
の
点
で
は
不
満
な
が
ら
、
現
代
小
説
の
あ

り
う
る
場
所
を
論
じ
て
走
る
筆
の
威
勢
よ
さ
に

可
能
性
を
感
じ
、
優
秀
作
で
は
ど
う
か
と
提
案

し
た
。
叙
述
の
流
れ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
誰
か

の
言
葉
は
、
吟
味
さ
れ
ぬ
ま
ま
思
い
つ
き
で
並

べ
ら
れ
、
と
り
散
ら
か
っ
た
印
象
が
あ
る
が
、

跳
ね
回
る
思
考
が
魅
力
に
転
じ
る
可
能
性
の
そ

の
先
を
見
た
い
と
思
っ
た
。

　

坂
口
周
氏
の
子
規
論
は
手
堅
く
誠
実
な
論
述

に
好
感
は
も
っ
た
が
、
批
評
作
品
と
し
て
の
魅

力
に
は
欠
け
る
。
佐
野
正
人
氏
の
中
島
敦
論
は
、

文
学
が
帝
国
の
メ
デ
ィ
ア
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ

れ
を
中
島
敦
が
批
判
し
て
い
る
の
だ
と
の
論
旨

の
も
の
だ
が
、
肝
心
要
の
帝
国
の
概
念
へ
の
掘

り
下
げ
が
な
い
た
め
に
、「
帝
国
」
の
言
葉
が
呪

文
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
に
終
始
し
て
し

ま
っ
た
。

　

小
説
部
門
は
、
ど
の
書
き
手
に
も
可
能
性
を

感
じ
た
が
、
な
か
で
横
山
悠
太
氏
の
「
吾
輩
ハ

猫
ニ
ナ
ル
」
が
出
色
で
あ
っ
た
。「
日
本
語
を
学

ぶ
中
国
人
を
読
者
に
想
定
し
た
小
説
」
と
の
コ

ン
セ
プ
ト
の
下
、
基
本
的
に
片
仮
名
を
使
わ
ず
、

ル
ビ
つ
き
の
漢
字
を
駆
使
し
た
テ
ク
ス
ト
の
構

築
は
素
晴
ら
し
い
。
長
さ
の
点
で
、
つ
ま
り
こ

れ
だ
け
工
夫
の
あ
る
文
体
な
ら
ば
引
き
寄
せ
ず

に
は
お
か
ぬ
は
ず
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
動
き
や

厚
み
の
点
で
、
や
や
物
足
り
な
さ
を
覚
え
た
も

の
の
、
そ
れ
は
な
い
も
の
ね
だ
り
と
云
う
も
の

で
、
も
の
と
し
て
の
言
葉
を
扱
う
こ
の
徹
底
ぶ

り
が
も
た
ら
し
た
批
評
性
こ
そ
、
ま
さ
し
く
小

説
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
と
評
価
で
き
る
。
な
る

ほ
ど
「
猫
ニ
ナ
ル
」
と
は
そ
う
云
う
意
味
な
の

か
と
知
ら
さ
れ
る
、
馬
鹿
馬
鹿
し
く
も
可
笑
し

い
結
末
の
、「
感
動
の
物
語
」
を
嘲
笑
う
姿
勢
も

頼
も
し
い
。
や
は
り
徹
底
的
な
も
の
だ
け
が
面

白
い
の
だ
。

　

西
野
文
明
氏
の
「
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち
の
惑

星
」
は
、
会
話
困
難
者
（
他
人
と
ま
と
も
に
会

話
で
き
な
い
人
た
ち
）
の
ク
ラ
ブ
で
出
会
っ
た

男
女
を
主
軸
に
据
え
た
話
で
、
文
章
は
過
不
足

な
く
ア
イ
デ
ア
も
面
白
く
て
、
こ
と
に
女
性
が

途
中
か
ら
ク
ラ
ブ
の
別
の
男
性
と
も
つ
き
あ
い

は
じ
め
、
そ
の
模
様
を
二
人
が
「
話
題
」
に
し

出
す
あ
た
り
で
は
、
奇
怪
な
三
角
関
係
の
形
が

現
出
し
て
、「
こ
れ
は
！
」
と
思
わ
せ
た
が
、
先

の
展
開
が
な
い
ま
ま
小
説
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
想
像
力
を
駆
使
し
、
人
物
た
ち
が
作
者
の

手
を
離
れ
動
き
出
す
ま
で
に
ア
イ
デ
ア
を
し
ゃ

ぶ
り
つ
く
す
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

山
﨑
健
氏
の
「
デ
モ
行
進
」
は
、
あ
る
死
刑

囚
の
減
刑
を
嘆
願
す
る
人
々
の
住
む
山
奥
の
村

を
中
心
に
し
た
話
で
、
小
説
は
寓
話
ふ
う
に
展

開
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
で
あ
れ
ば
必
要
な
は
ず

の
、
不
可
思
議
な
世
界
の
感
触
を
不
可
思
議
な
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ち
ゃ
ん
』
を
朗
読
し
て
く
れ
た
の
を
き
っ
か
け

に
読
み
通
し
た
。
時
々
、
日
本
へ
行
っ
て
、
父

親
と
投キ
ヤ
ツ
チ
ボ
ー
ル

接
球
を
し
た
。
父
親
の
書
斎
に
『
吾
輩

ハ
猫
デ
ア
ル
』
を
み
つ
け
、
も
ら
っ
て
帰
り
、

半
年
か
け
て
読
ん
だ
。
そ
の
翌
年
、
父
親
の
死

の
知
ら
せ
が
来
る
。

　

と
、
ま
あ
こ
う
い
う
過
去
を
背
負
っ
た
主
人

公
が
蘇
州
の
公
園
の
廟
で
、
父
と
の
思
い
出
で

あ
る
投
接
球
を
壁
を
相
手
に
一
人
で
や
っ
て
い

る
と
、
外
れ
た
球
を
く
わ
え
て
一
匹
の
三
毛
猫

が
現
わ
れ
る
。
漱
石
の
『
猫
…
…
』
を
読
ん
だ

こ
と
の
あ
る
カ
ケ
ル
は
、
猫
は
神
の
化
身
、
分

身
と
考
え
、
三
毛
猫
を
「
先
生
」
と
呼
ん
で
、

そ
の
身す
が
た影

を
追
い
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
母
親
か
ら
の
電
話
で
、
ビ

ザ
の
更
新
の
た
め
す
ぐ
日
本
へ
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
冒
険
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る

の
だ
が
、
母
親
か
ら
渡
さ
れ
た
三
万
四
千
六
百

円
ぽ
っ
き
り
を
懐
中
に
飛ひ
こ
う
き機

に
乗
る
カ
ケ
ル
は
、

ど
こ
か
『
三
四
郎
』
の
冒
頭
の
汽
車
の
旅
を
髣

髴
さ
せ
る
。

　

の
ち
に
広
田
先
生
と
分
か
る
ヒ
ゲ
の
男
が
、

車
中
で
三
四
郎
に
、「（
日
本
は
）
亡
び
る
ね
」

と
言
う
。
カ
ケ
ル
の
旁と
な
り辺
の
座せ

き位
の
阿お

ば姨
さ
ん

も
同
じ
台
詞
を
吐
く
。「
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
亡
び
る

ま
ま
に
支
え
る
べ
き
言
葉
の
セ
ン
ス
を
欠
い
て

退
屈
な
と
こ
ろ
が
、
構
成
の
不
備
を
含
め
評
価

し
に
く
か
っ
た
。
と
は
云
え
、
山
奥
の
村
に
住

む
人
物
た
ち
は
な
か
な
か
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
で
可

愛
ら
し
い
。

　

松
葉
将
生
氏
の
「
青
の
彼
岸
」
は
分
か
り
に

く
い
小
説
だ
っ
た
。
筋
が
無
闇
と
飛
躍
し
た
り
、

出
鱈
目
で
摑
み
に
く
い
と
云
う
の
で
は
な
く
、

基
本
は
リ
ア
リ
ズ
ム
に
近
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
主
人
公
の
行
動
の
意
図
や
、
彼
の

友
人
が
急
に
老
人
に
な
っ
て
し
ま
う
あ
た
り
の

意
味
が
捉
え
に
く
か
っ
た
。
む
ろ
ん
小
説
は
何

が
起
こ
っ
て
も
か
ま
わ
ぬ
わ
け
だ
け
れ
ど
、
虚

構
を
支
え
る
だ
け
の
構
成
や
ス
タ
イ
ル
が
も
っ

と
計
算
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

日
常
に
地
続
き
の
異
界
の
定
着
の
さ
せ
方
や
、

細
部
の
描
写
に
は
光
る
も
の
が
あ
る
。

　

濱
野
と
も
み
氏
の
「
睡
魔
は
お
う
ど
色
の
空

に
沈
む
」
は
、
古
い
団
地
ふ
う
の
住
宅
地
を
舞

台
に
し
た
、
住
人
た
ち
の
交
流
の
話
で
、
ゆ
る

や
か
に
安
定
し
た
文
章
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
内
容

に
う
ま
く
合
致
し
て
、
完
成
度
は
一
番
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
、
が
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
内

容
が
あ
ま
り
に
も
類
型
的
で
、
小
説
に
と
っ
て

完
成
度
が
い
か
に
無
意
味
で
あ
る
か
を
示
す
結

果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
は
云
え
、
作
者
に

技
術
は
あ
り
、
良
い
題
材
を
見
い
だ
せ
ば
、
面

白
い
作
品
を
書
く
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
今
回
落
選
と
な
っ
た
他
の
作
者
に
も
云
え
る

の
で
、
粘
り
強
く
書
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

辻
原
登

選 

評

「
吾
輩
ハ
猫
ニ
ナ
ル
」
は
、
上
海
に
住
む
日
中

混ダ
ブ
ル血
の
少
年
カ
ケ
ル
の
冒
険
譚
で
あ
る
。
冒
険

譚
と
し
て
は
し
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

じ
つ
は
こ
こ
に
は
も
う
一
つ
の
端た
ん

倪げ
い

す
べ
か
ら

ざ
る
作
者
の
野
心
、
た
く
ら
み
が
試
み
ら
れ
て

い
る
か
ら
そ
う
呼
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
。

　

カ
ケ
ル
は
五
歳
ま
で
日
本
人
の
父
親
と
中
国

人
の
母
親
の
も
と
、
日
本
で
育
っ
た
が
、
そ
の

後
母
親
と
と
も
に
上
海
に
も
ど
っ
て
祖
父
母
と

四
人
で
暮
ら
し
て
い
る
。
高
校
を
卒
業
し
て
、

科
技
大
学
に
進
学
が
決
ま
っ
て
蘇
州
に
や
っ
て

き
た
ば
か
り
だ
。
彼
は
日
本
語
は
で
き
る
が
完

璧
で
は
な
い
。
上
海
で
通
っ
て
い
た
の
は
中
高

一
貫
教
育
の
学
校
で
、
日
本
語
の
授
業
も
あ
っ

た
。
高
一
の
と
き
、
日
本
人
の
教
師
が
『
坊
っ
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…
…
」。

　

三
四
郎
が
日
中
混ダ
ブ
ル血
に
な
っ
て
、
百
年
後
に

飛
機
に
乗
っ
て
上
京
し
て
く
る
（
？
）。
果
た
し

て
、
東
京
で
待
ち
受
け
て
い
た
も
の

0

0

は
…
…
。

　

カ
ケ
ル
は
中
学
時
代
、
俳
句
を
も
じ
っ
て

琲フ
エ
イ
ク句
と
名
付
け
た
短
詩
を
作
る
。
Ｆ
Ａ
Ｋ
Ｅ
。

琲
句
雑
誌
「
子ホ
ト
ト
ギ
ス規
」
を
発
刊
す
る
。
秀
逸
な
、

父
親
と
の
投
接
球
の
場
面
は
、
野
球

0

0

の
名
付
け

親
、
正
岡
子
規
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
だ
ろ
う
し
、

父
親
の
名
前
は
升
の
ぼ
る
な
の
だ
。
の
ぼ
る
は
子
規
の

別
号
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

先
に
述
べ
た
、
カ
ケ
ル
の
冒
険
よ
り
何
倍
も

大
き
な
冒
険
は
、
こ
の
小
説
が
、

（
日
本
の
近
代
小
説
は
）
読
む
に
堪
え
な
い
、

夏
な
ん
と
か
と
い
う
作
家
の
書
い
た
も
の
な

ど
は
漢
字
の
使
い
方
か
ら
し
て
出
鱈
目
で
あ

る
、
あ
あ
い
う
の
を
中
国
語
で
は
「
馬マ
ア

馬マ
ア

虎フ
ー

虎フ
ー

」
と
云
う
の
だ
、

　

と
の
馬マ

な
に
が
し
と
い
う
日
本
語
の
で
き
る

中
国
人
の
意
見
に
触
発
さ
れ
た
上
海
在
住
の
、

退
屈
の
泥
沼
に
は
ま
つ
て
ゐ
る
日
本
人
「
わ
た

く
し
」
に
よ
つ
て
、「
日
本
語
を
学
ぶ
中
国
人
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

読
者
に
想
定
し
た
小
説
を
書
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
ふ
目
論

見
で
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
だ
。
大
そ

れ
た
野
心
、
奇
抜
卓
抜
な
思
ひ
つ
き
で
あ
る
。

近
代
日
本
の
小
説
家
で
、
誰
が
思
ひ
つ
き
、
実

行
し
た
だ
ら
う
か
。

〈
わ
た
く
し
〉
は
こ
の
冒
険
に
乗
り
出
し
、
横

山
氏
は
そ
れ
に
成
功
し
た
、
と
思
ふ
。
千
三
百

年
の
昔
、『
古
事
記
』
は
か
う
や
つ
て
書
か
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

創
意
と
批
評
精
神
に
み
ち
た
作
品
で
あ
る
。

漱
石
も
大び
つ
く
り
仰
天

吃
一
惊
だ
ら
う
。

　

誉
め
過
ぎ
だ
、
乱い

い

か

げ

ん

七
八
糟
、
山い
か
も
の寨

だ
と
言
は

れ
て
も
、
作
品
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、

郷カ

ツ

ペ

下
人
だ
ら
う
が
面カ
ナ
ツ
ペ

包
片
だ
ら
う
が
、
気は
ら

を
生た

て
ず
、
別四
の
五
の
言
は
ず
に

説
三
道
四
地
、
当
選
作
「
吾
輩
ハ
猫

ニ
ナ
ル
」
を
祝
つ
て
く
れ
る
に
相
違
な
い
。

　

小
説
で
は
他
に
、「
睡
魔
は
お
う
ど
色
の
空
に

沈
む
」
と
「
青
の
彼
岸
」
が
印
象
に
残
っ
た
。

「
青
の
彼
岸
」
は
、
濃
密
な
時
間
の
流
れ
を
、

徐ソ

屋ヤ

町マ
チ

と
い
う
地
続
き
の
異
界
の
中
に
実
現
し

て
、
読
み
ご
た
え
が
あ
っ
た
。「
睡
魔
は
…
…
」

で
は
、
淡
そ
う
に
み
え
て
、
じ
つ
は
危
険
を
は

ら
ん
だ
人
間
関
係
が
、
眠
れ
な
い
女

0

0

0

0

0

を
軸
に
し

て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
、
不
気
味
な
像
を
残

し
て
消
え
て
ゆ
く
。

　

評
論
部
門
で
、
再
び
「
子
規
」
と
出
会
う
と

い
う
好
運
に
恵
ま
れ
た
。「
運
動
す
る
写
生

│

映
画
の
時
代
の
子
規
」
で
あ
る
。「
写
生
」
と
い

う
ア
イ
デ
ア
か
ら
、「
活
動
」
と
い
う
概
念
の
把

握
ま
で
の
展
開
と
推
移
を
、
イ
メ
ー
ジ
の
識
閾

下
で
と
ら
え
て
ゆ
く
作
者
の
仕
事
ぶ
り
は
篤
実

で
犀
利
だ
。
子
規
に
お
け
る
時
間
・
空
間
の
ベ

ル
ク
ソ
ン
的
渦
巻
を
丁
寧
に
追
い
、
映
画
の
ま

だ
な
い
、
映ド
ラ
マ画
を
ま
だ
み
た
こ
と
の
な
い
子
規

が
、
映モ
ン
タ
ー
ジ
ユ

画
文
法
＝
夢
の
文
法
を
先
取
り
し
て
、

近
代
日
本
の
散
文
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
苦
闘

ぶ
り
を
語
っ
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
納
得
さ

せ
ら
れ
た
。

「『
帝
国
』
に
抗
し
て

│
中
島
敦
論
」
を
面
白

く
読
ん
だ
。「
帝
国
」
と
「
文
学
」
の
関
係
も
よ

く
分
か
っ
た
。
だ
が
、
中
島
敦
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
だ
け
で
は
中
島
敦
の
百
分
の
一
に
触
れ
た

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
ス
ン
と
『
光
と
風
と
夢
』
と
中
島
敦
の
世
界

は
、
い
ま
だ
発
掘
さ
れ
ざ
る
宝
の
山
な
の
だ
。


