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一
方
に
こ
ん
な
考
え
が
あ
っ
た
︒

︱

好
い
所
を
世
間
か
ら
認
め
ら
れ
た
諸
作
家
の
特
色
を
胸
に
蔵
し

よ

て
︑
そ
の
標
準
で
新
し
い
作
物
に
向
う
と
︑
ま
だ
そ
の
作
物
を
読

さ
く
ぶ
つ

ま
な
い
う
ち
に
︑
早
く
す
で
に
型
に
堕
在
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ

て
わ
が
評
論
は
誠
実
で
も
︑
わ
が
態
度
は
独
立
で
も
︑
ま
た
わ
が

言
説
の
内
容
は
妥
当
で
も
︑
は
じ
め
か
ら
こ
っ
ち
に
定
ま
っ
た
尺

度
を
持
っ
て
い
て
︑
そ
の
尺
度
で
測
っ
て
な
ら
な
い
も
の
ま
で
も

律
し
た
が
る
弊
が
出
る
︒
そ
の
結
果
は
働
き
の
な
い
死
ん
だ
批
評
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に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
︒

お
ち
い

そ
れ
よ
り
か
︑
今
日
ま
で
文
壇
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
︑
も
し

こ
ん
に
ち

く
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
︑
新
し
い
特
殊
な
趣
味
を
︑
あ
る
作
物

の
う
ち
に
発
見
し
て
︑
そ
れ
を
天
下
に
紹
介
す
る
ほ
う
が
評
家
に

と
っ
て
痛
快
な
場
合
が
多
い
︒
ま
た
そ
の
特
殊
な
趣
味
が
容
易
に

多
数
に
肯
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
を
︑
決
然
身
を
挺
し
て
唱
道
す
る

う
け
が

と
こ
ろ
が
︑
評
家
会
心
の
点
ら
し
い
︒
文
壇
は
こ
れ
が
た
め
に
︑

新
領
土
を
手
に
入
れ
た
と
同
じ
わ
け
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

一
方
に
ま
た
こ
ん
な
事
実
が
あ
っ
た
︒

︱

近
ご
ろ
文
芸
の
雑
誌
が
し
き
り
に
殖
え
る
︒
毎
月
活
版
に
組
ま

ふ
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れ
る
創
作
の
数
も
よ
ほ
ど
の
数
に
上
っ
て
き
た
︒
評
論
の
筆
を
執

る
も
の
が
︑
い
ち
い
ち
そ
れ
を
熟
読
す
る
機
会
を
失
っ
た
︒
余
の

よ

ご
と
き
自
家
の
職
業
上
︑
文
芸
の
諸
雑
誌
に
一
応
眼
を
通
す
べ
き

義
務
を
感
じ
て
い
て
さ
え
︑
多
忙
の
た
め
果
さ
ざ
る
月
が
多
い
︒

よ
う
や
く
手
の
隙
い
た
こ
ろ
を
見
計
っ
て
︑
読
み
落
し
た
諸

す

み
は
か
ら

家
の
短
篇
物
を
読
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
︑
無
名
の
人
の
筆
に
成
っ
た

も
の
で
︑
名
声
の
あ
る
大
家
の
作
と
比
べ
て
遜
色
の
な
い
も
の
︑

く
ら

そ
ん
し
ょ
く

あ
る
い
は
あ
る
意
味
か
ら
言
っ
て
︑
か
え
っ
て
そ
れ
よ
り
も
優
れ

す
ぐ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
ま
ゝ
出
て
来
た
︒
そ
う
し
て
当
時
の
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評
論
を
調
べ
て
み
る
と
︑
こ
れ
等
の
作
物
が
ま
っ
た
く
問
題
に
な

ら

っ
て
い
な
い
︒
青
木
健
作
氏
の
﹁
虻
﹂
な
ど
は
好
例
で
あ
る
︒

あ
ぶ

型
に
入
っ
た
批
評
家
の
た
め
に
閑
却
さ
れ
︑
多
忙
の
た
め
不
公

平
を
甘
ん
ず
る
批
評
家
の
た
め
に
閑
却
さ
れ
て
は
︑
作
家
︵
こ
と

に
新
進
作
家
︶
は
気
の
毒
で
あ
る
︒
時
と
場
合
の
許
す
限
り
そ
う

い
う
弊
は
矯
正
し
た
い
︒﹁
朝
日
﹂
に
長
塚
節
氏
の
﹁
土
﹂
を

き
ょ
う
せ
い

な
が
つ
か
た
か
し

掲
げ
る
の
も
い
く
ぶ
ん
か
こ
の
主
意
で
あ
る
︒

二
三
年
前
節
氏
の
佐
渡
記
行
を
読
ん
で
感
服
し
た
こ
と
が
あ

る
︒
記
行
文
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
普
通
の
小
説
よ
り
も
面
白
い
と

お
も
し
ろ

思
っ
た
︒
氏
は
ま
だ
若
い
人
で
あ
る
︒
し
か
も
若
い
人
に
似
合
わ
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ず
落
ち
付
き
払
っ
て
︑
行
く
べ
き
路
を
行
っ
て
︑
少
し
も
時
好
を

み
ち

追
わ
な
い
︒
こ
れ
は
わ
ざ
と
流
行
に
反
対
し
た
の
な
ん
の
と
い
う

む
ず
か
し
い
意
味
で
は
な
く
て
︑
氏
に
は
本
来
芸
術
的
な
一
片
の

性
情
が
あ
っ
て
︑
氏
は
た
ゞ
そ
の
性
情
に
従
う
の
ほ
か
︑
他
を
顧

み
る
暇
を
有
た
な
い
の
で
あ
る
︒
余
は
そ
の
態
度
を
床
し
く
思
っ

も

ゆ
か

た
︒も

っ
と
も
今
度
載
せ
る
﹁
土
﹂
の
出
来
栄
は
︑
今
か
ら
先
を
見

で

き
ば
え

越
し
た
よ
う
な
予
言
が
で
き
る
ほ
ど
進
行
し
て
い
な
い
︒
最
初
余

か
ら
交
渉
し
た
時
︑
節
氏
は
自
分
の
責
任
の
重
い
の
を
気
遣
っ
て

き
づ
か

長
い
間
返
事
を
寄
こ
さ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
遣
っ
て

や
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み
よ
う
と
い
う
挨
拶
が
来
た
︒
そ
れ
か
ら
四
十
枚
ほ
ど
原
稿
が
来

あ
い
さ
つ

た
︒
予
告
は
こ
の
原
稿
と
︑
氏
の
書
信
に
よ
っ
て
︑
草
平
氏
が
書

そ
う
へ
い

い
た
︒
今
の
と
こ
ろ
余
は
﹁
土
﹂
の
一
編
が
う
ま
く
成
功
す
る
こ

と
を
氏
の
た
め
に
︑
読
者
の
た
め
に
︑
か
つ
新
聞
の
た
め
に
祈
る

の
み
で
あ
る
︒

有
名
な
英
国
の
碩
学
ミ
ル
は
若
い
時
︑
同
じ
く
若
い
テ
ニ
ソ
ン

せ
き
が
く

を
ロ
ン
ド
ン
・
リ
ポ
ジ
ト
リ
紙
上
に
紹
介
し
て
︑
な
お
そ
の
次
号

に
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
を
紹
介
し
よ
う
と
し
た
︒
主
筆
か
ら
彼
の
批
評

は
す
で
に
前
号
に
載
せ
た
と
い
う
返
書
を
得
て
調
べ
て
み
る
と
︑

頁
の
最
後
の
一
行
に
た
ゞ
﹁
ポ
ー
リ
ン
こ
れ
は
譫
言
な
り
﹂
と

ペ
ー
ジ

せ
ん
げ
ん
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あ
っ
た
︒
同
雑
誌
の
編
集
者
が
一
行
余
っ
た
処
へ
埋
草
に
入
れ

と
こ
ろ

う
め
く
さ

た
も
の
で
あ
る
︒
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
は
後
年
人
に
語
っ
て
︑
あ
の
批

こ
う
ね
ん

評
の
た
め
に
自
分
が
世
間
に
知
ら
れ
る
機
会
が
二
十
年
後
れ
た
と

お
く

言
っ
た
︒

余
が
新
し
い
作
家
を
紹
介
す
る
の
は
︑
ミ
ル
を
も
っ
て
み
ず
か

ら
任
ず
る
と
い
う
よ
り
︑
か
ゝ
る
無
責
任
な
評
論
家
の
手
か
ら
︑

望
み
の
あ
る
人
を
救
お
う
と
す
る
老
婆
心
で
あ
る
︒

ろ
う
ば
し
ん︵

明
治
四
三
・
六
・
九
︶
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