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考
え
て
見
る
と
、
私
は
今
日
ま
で
作
家
と
し
て
相
当
長
い
仕
事
の
間
に
、

自
分
の
作
品
ま
た
は
生
活
に
つ
い
て
書
か
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
批
評
な
ど
に
対

し
て
、
文
章
を
も
っ
て
答
え
た
こ
と
は
、
ご
く
稀
で
あ
っ
た
。

　
自
分
と
し
て
そ
の
批
評
に
賛
成
で
あ
っ
た
場
合
も
不
賛
成
で
あ
っ
た
場
合

も
、
多
く
黙
っ
て
い
た
。

　
そ
れ
に
は
、
後
で
の
べ
よ
う
と
思
う
一
二
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
頃
、
私
は
従
来
ま
で
の
自
分
の
そ
う
い
う
態
度
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考

え
直
す
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

　
そ
の
間
接
の
原
因
と
な
る
も
の
は
、
一
昨
年
の
末
か
ら
去
年
に
か
け
て
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
間
を
荒
し
た
批
評
嫌
悪
症
の
さ
ま
ざ
ま
の
要
因
が
、
今
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は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
歴
史
の
鏡
に
照
ら
さ
れ
て
相
当
は
っ
き
り
私

に
も
見
え
て
来
た
こ
と
と
、
そ
こ
か
ら
汲
み
と
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
教
訓
を
も

っ
て
今
日
自
分
の
ま
わ
り
を
見
ま
わ
す
と
、
お
の
ず
か
ら
自
分
の
態
度
に
つ

い
て
も
考
え
が
新
に
さ
れ
る
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
批
評
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
作
家
を
大
し
て
育
て
る
役
に
は
立
た
な
い
。
」

そ
う
い
う
こ
と
は
昔
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作
家
に
よ
っ
て
い
わ
れ
た
。
ひ
と

の
書
い
た
も
の
を
、
後
か
ら
い
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
こ
と
は
た
や
す
い
こ

と
だ
。
そ
ん
な
ら
自
分
で
書
い
て
見
ろ
。
も
っ
と
も
卑
俗
な
わ
る
い
場
合
は

そ
の
程
度
に
ま
で
行
っ
た
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
間
で
一
時
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
に
は
、
ま
た
別
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思
う
。
今
日
の
発
展
段
階
に
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立
っ
て
過
去
の
作
家
同
盟
の
活
動
を
振
り
か
え
っ
た
時
、
す
べ
て
の
人
が
認

め
ざ
る
を
得
な
い
あ
る
規
範
主
義
が
、
作
品
批
評
の
場
合
に
も
現
れ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
大
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
発

展
的
傾
向
、
あ
る
い
は
消
極
的
な
傾
向
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
規
範
主
義
に

反
撥
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
批
評
の
規
範
主
義
に
対
す
る
反
撥
は
、
複
雑

な
関
係
で
当
時
の
作
家
同
盟
と
い
う
組
織
へ
の
反
撥
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
っ

た
の
で
、
反
撥
の
表
現
は
、
自
然
ひ
ど
く
個
人
的
な
形
態
を
と
り
、
か
つ
感

情
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
「
や
っ
つ
け
主
義
」
の
批
評
と
い
う
言
葉
が
は
や

っ
た
。
そ
ん
な
「
や
っ
つ
け
主
義
」
で
作
家
を
萎
縮
さ
せ
る
批
評
な
ん
ぞ
蹴

と
ば
せ
！
　
作
家
は
何
で
も
作
品
を
書
け
ば
い
い
ん
だ
。
そ
う
い
う
声
が
ブ

ル
ジ
ョ
ア
文
壇
で
叫
ば
れ
て
い
た
「
文
芸
復
興
」
の
呼
び
声
に
呼
応
し
て
さ
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か
ん
に
こ
だ
ま
し
た
。

　
そ
の
時
分
、
私
の
書
い
た
「
一
連
の
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
品
」
と
い
う

作
品
批
評
と
感
想
と
を
と
り
ま
ぜ
た
論
文
め
い
た
も
の
が
、
そ
の
「
や
っ
つ

け
主
義
」
批
評
の
の
ろ
う
べ
き
見
本
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
紙
つ
ぶ
て
を
な

げ
つ
け
ら
れ
た
。

　
今
、
そ
の
時
分
の
こ
と
を
思
い
起
す
と
、
私
は
実
に
し
ん
し
ん
た
る
興
味

を
覚
え
る
。
当
時
の
情
勢
を
背
景
と
し
て
つ
い
に
も
だ
す
に
た
え
な
か
っ
た

非
力
な
私
自
身
の
姿
や
、
ま
た
、
自
身
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
の
階

級
的
な
不
安
や
動
揺
の
す
べ
て
を
私
に
対
す
る
罵
倒
の
中
で
燃
し
つ
く
そ
う

と
で
も
す
る
よ
う
な
熱
烈
さ
で
か
た
ま
り
飛
び
か
か
っ
て
来
た
人
々
の
心
持

が
、
き
ょ
う
に
な
っ
て
ま
ざ
ま
ざ
と
理
解
さ
れ
る
。
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発
展
す
る
階
級
の
複
雑
多
岐
な
歴
史
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
自
分
を

ふ
く
む
こ
れ
ら
一
団
の
作
家
群
の
な
ま
な
ま
し
い
行
状
記
を
眺
め
直
す
と
、

私
は
あ
る
創
作
的
衝
動
を
心
に
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
困
難
な

時
期
を
経
て
何
年
か
後
に
、
私
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
当
時
の
人
々
は
い
か
な

る
角
度
で
新
た
な
歴
史
の
上
に
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
の
そ
の
論
文
め
い
た
も
の
は
、
作
家
同
盟
の
機
関
誌
に
発
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
世
間
一
般
の
文
学
愛
好
者
た
ち
や
、
そ
う
い
う
雑
誌
を

み
な
か
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作
家
た
ち
の
間
で
実
物
を
読
ん
だ
ひ
と
は
き
わ
め

て
少
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
面
白
い
こ
と
に
は
、
そ
う
い
う
実
際
の
事

情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
文
章
に
対
す
る
反
駁
の
意
味
を
も
つ
文
章
な
ど
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だ
け
は
、
そ
れ
を
書
い
た
人
々
に
よ
っ
て
機
関
誌
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
新
聞
、

雑
誌
な
ど
に
送
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
や
り
か
た
一
事
を
冷
静
に
観
察
す
る
だ

け
で
も
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
内
に
あ
っ
た
一
つ
の
傾
向
の

性
質
を
跡
づ
け
得
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。

　
私
は
、
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
つ﹅
む﹅
じ﹅
風﹅
に
捲
き
こ
ま
れ
、
し
ば
ら
く
の

間
は
足
元
を
さ
ら
わ
れ
ず
に
立
っ
て
い
る
の
が
や
っ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
ば
ら
く
時
が
経
っ
て
、
私
は
自
分
の
書
い
た
も
の
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た

誤
謬
　
　
お
の
お
の
の
作
家
が
現
実
の
問
題
と
し
て
制
約
を
受
け
て
い
る
さ

ま
ざ
ま
の
意
識
的
段
階
を
無
視
し
て
、
定
式
化
さ
れ
た
規
範
で
批
判
し
、
実

際
の
結
果
と
し
て
は
そ
の
作
家
が
階
級
社
会
の
中
で
負
う
て
い
る
進
歩
的
役

割
を
抹
殺
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
誤
り
を
は
っ
き
り
理
解
し
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た
。

　
今
日
に
な
っ
て
は
、
私
自
身
至
っ
て
お
そ
い
テ
ン
ポ
な
が
ら
文
学
の
実
践

に
お
い
て
も
す
で
に
よ
り
発
達
し
た
水
準
に
到
達
し
て
い
る
し
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
運
動
に
お
い
て
絶
え
ず
具
体
的
に
高
め
ら
れ
強
め
ら
れ
て
ゆ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
芸
術
に
お
け
る
階
級
性
の
問
題
も
、
今
は
、
過
去
の
成
果

と
教
訓
に
よ
っ
て
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
文
学
の
独
自
的
な
性
質
を
い
か
し
個

々
の
作
品
に
即
し
た
方
法
で
討
究
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
。

　
さ
て
、
私
は
こ
こ
で
話
題
を
転
じ
、
そ
も
そ
も
文
学
作
品
の
批
評
と
い
う

も
の
は
、
本
来
的
に
い
っ
て
誰
の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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私
は
日
頃
、
文
学
作
品
に
対
す
る
批
評
は
、
読
者
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
批
評
す
る
者
の
任
務
は
、
あ
る
一

つ
の
作
品
、
あ
る
い
は
一
つ
ら
な
り
の
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
自
分
の
主
観

か
ら
好
き
と
か
き
ら
い
と
か
を
表
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

あ
る
作
品
を
生
ん
だ
作
家
が
意
識
し
て
い
る
と
い
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
必

ず
代
表
し
て
い
る
社
会
的
な
要
求
を
、
そ
の
作
品
の
中
で
ど
う
形
象
化
し
て

い
る
か
と
い
う
具
体
的
な
関
係
を
、
創
作
の
内
容
、
形
式
の
統
一
に
お
い
て
、

あ
き
ら
か
に
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い

う
た
て
ま
え
の
作
品
批
評
に
あ
っ
て
、
相
手
は
特
定
な
個
人
で
は
な
い
。
そ

の
個
人
が
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
代
表
し
て
い
る
社
会
層
が
、
批
評
す
る
者
に

と
っ
て
の
相
手
で
あ
る
と
い
う
訳
に
な
る
。

10近頃の感想



　
そ
れ
ま
で
漠
然
と
あ
る
小
説
な
ら
小
説
を
読
ん
で
い
た
人
は
、
そ
の
小
説

に
対
す
る
そ
う
い
う
批
評
を
見
て
、
は
じ
め
て
、
そ
の
小
説
の
社
会
に
お
け

る
客
観
的
な
意
味
を
理
解
す
る
場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
作
者
自
身
も
ま
た
、

そ
れ
ま
で
は
自
覚
し
な
か
っ
た
諸
点
を
、
そ
の
批
評
に
よ
っ
て
自
身
の
社
会

的
な
認
識
の
中
に
と
り
入
れ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
私
は
、
あ
る
一
つ
の
批
評
が
、
そ
う
い
う
社
会
的
な
役
割
を
は
た
す
こ
と

が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
批
評
と
い
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
と
思

っ
て
い
る
。
同
時
に
、
批
評
が
作
家
に
と
っ
て
役
に
立
つ
と
か
立
た
な
い
と

か
い
う
こ
と
も
、
批
評
そ
の
も
の
が
右
の
よ
う
な
社
会
的
な
役
割
の
あ
き
ら

か
な
た
て
ま
え
の
上
に
堂
々
と
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
作
家
自
身
が
自
分
の
作

品
に
つ
い
て
書
か
れ
る
批
評
は
、
直
接
個
人
と
し
て
の
自
分
に
だ
け
向
っ
て
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い
わ
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
初
め
て
い
い
得
る
こ
と
な

の
だ
と
思
う
。
文
学
作
品
批
評
に
あ
た
っ
て
、
評
価
の
基
準
が
重
大
な
意
味

を
も
つ
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
創
作
方
法
に
お
け
る
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
か

ら
、
確
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
社
会
的
包
括
力
は
ひ
ろ
げ
ら
れ
豊
富
に
さ

れ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
現
実

を
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
で
芸
術
化
す
可
能
が
増
大
し
た
。
こ
れ
は
、

一
つ
の
う
れ
し
い
辛
苦
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
林
君

が
近
頃
新
聞
に
書
い
て
い
た
よ
う
に
、
今
は
作
家
の
少﹅
壮﹅
放﹅
蕩﹅
時﹅
代﹅
だ
、
何

で
も
か
ま
わ
ず
作
家
よ
、
あ
ば
れ
た
け
れ
ば
う
ん
と
あ
ば
れ
ろ
と
い
う
風
に

だ
け
理
解
し
て
い
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
作
品
が
多
様
化
す
れ
ば
す
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る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
確
乎
と
し
た
階
級
的
基
準
に
た
っ
て
実
に
い
き
い
き
と
、

明
快
に
、
健
康
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
社
会
的
意
味
を
階
級
の
歴
史
の
発

展
と
の
連
関
に
お
い
て
積
極
的
に
せ
ん
め
い
す
る
批
評
の
必
要
が
増
し
て
来

て
い
る
こ
と
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

　
戸
坂
潤
氏
が
先
頃
匿
名
批
評
に
つ
い
て
書
い
た
小
論
の
中
で
、
文
学
批
評

の
こ
と
に
も
少
し
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
最
近
の
い
わ
ゆ
る
文
芸
批
評

に
権
威
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
」
「
別
に
文
学
作
品
に
権
威
が
出
て
」
来
た

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
く
て
、
「
か
え
っ
て
文
芸
批
評
な
ど
に
見
ら
れ
な

い
よ
う
な
本
当
の
批
評
が
最
近
世
間
か
ら
盛
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
物
語
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
と
い
っ

て
い
る
。
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戸
坂
氏
の
、
文
芸
批
評
で
な
い
本
当
の
批
評
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
戸
坂
氏
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
作
品
批
評
を
も
さ
ら
に

批
判
し
得
る
大
き
い
客
観
的
規
準
を
も
っ
た
文
明
批
評
の
出
現
の
要
求
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
七
月
の
『
文
学
評
論
』
の
巻
頭
言
に
は
、
「
批
評
に
お
け
る
図
式

主
義
の
再
発
を
防
ぐ
」
と
い
う
論
文
が
あ
っ
て
私
の
興
味
を
ひ
い
た
。

　
こ
の
論
文
で
は
、
創
作
方
法
の
問
題
を
再
び
「
現
実
認
識
の
一
般
方
法
の

問
題
」
「
唯
物
弁
証
法
」
に
「
還
元
し
き
る
傾
向
」
が
最
近
若
い
批
評
家
の

中
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
原
稿
が
集
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
警
告
が
発
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
巻
頭
言
に
お

い
て
、
な
ぜ
再
び
そ
の
よ
う
な
要
求
、
傾
向
が
、
特
に
批
評
の
面
に
お
い
て
、
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し
か
も
若
い
批
評
家
の
間
か
ら
生
じ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
社
会
的
階
級

的
必
然
性
が
ち
っ
と
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
解
剖
さ
れ
な
い
で
警
告

ば
か
り
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
を
む
し
ろ
不
思
議
と
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
巻
頭
言
の
筆
者
は
批
評
の
方
法
こ
そ
唯
物
弁
証
法
に
導
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
実
際
問
題
と
し
て
あ
て
は
め
て
み

る
と
、
た
と
え
ば
そ
う
い
う
図
式
主
義
批
評
の
傾
向
が
再
び
起
っ
て
来
た
よ

う
な
場
合
、
く
だ
ら
ぬ
こ
と
だ
け
い
い
去
ら
ず
、
そ
の
要
求
が
若
い
批
評
家

の
間
に
起
る
に
至
っ
た
社
会
的
根
源
、
要
求
の
背
景
に
ま
で
ふ
れ
て
、
客
観

的
に
批
評
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
戸
坂
氏
な
ど
は
、
文
芸
批
評
と
い
う
も
の
が
多
く
主
観
的
で
あ
る
と
い
う

現
状
の
ま
ま
を
認
容
し
た
上
で
、
そ
れ
よ
り
客
観
性
、
科
学
性
に
お
い
て
立
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ち
ま
さ
っ
た
も
の
と
し
て
別
個
に
文
明
批
評
の
出
現
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
と
は
異
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
評
の
分
野
に
、
『
文
学
評
論
』

の
巻
頭
言
が
警
告
し
て
い
る
よ
う
な
、
唯
物
弁
証
法
の
図
式
的
批
評
が
「
再

発
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
再
発
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

た
め
に
、
私
は
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
関
心
を
よ
び
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
私
自
身
、
前
に
も
書
い
た
と
お
り
、
か
つ
て
作
品
批
評
に
際

し
て
唯
物
弁
証
法
の
幼
稚
な
機
械
的
適
用
を
や
っ
て
、
左
翼
的
逸
脱
の
危
険

を
犯
し
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
そ
れ
で
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
運
動
の
情
勢
が
き
わ
め
て
有
機
的
に
私
の
心
持
に
作
用
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
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簡
単
に
い
え
ば
あ
の
時
分
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
自
他
と
も
に

許
し
て
い
た
林
君
な
ど
に
よ
っ
て
階
級
性
を
没
却
し
た
文
学
の
評
価
の
傾
向

が
強
い
勢
で
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

も
と
の
作
家
同
盟
の
先
輩
た
ち
は
、
当
時
の
私
に
は
そ
の
気
持
が
全
く
の
み

こ
め
な
い
よ
う
な
受
動
的
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
一
つ
の
傾
向
に
対
し

て
正
当
に
批
評
を
組
織
し
て
ゆ
く
ど
こ
ろ
か
、
正
面
か
ら
そ
の
問
題
に
ふ
れ

る
こ
と
さ
え
な
ぜ
だ
か
ち
ゅ
う
ち
ょ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
状
態
が
続

い
た
。

　
今
日
に
な
っ
て
か
え
り
み
れ
ば
、
同
盟
の
先
輩
た
ち
が
当
時
そ
の
よ
う
な

無
批
評
の
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
た
の
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
複
雑
な
私
的
公

的
の
も
つ
れ
合
っ
た
心
理
的
な
理
由
も
あ
っ
た
こ
と
が
私
に
も
分
る
の
で
あ

17



る
が
そ
の
当
時
は
合
点
が
行
か
な
か
っ
た
。

　
読
者
で
あ
る
大
衆
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
態
度
を
つ
づ
け
る
こ
と
は
無
責

任
で
あ
る
と
い
う
風
に
私
は
考
え
、
い
わ
ば
大
義
名
分
を
あ
き
ら
か
に
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
情
熱
に
動
か
さ
れ
て
そ
の
批
評
、
感
想
を
一
緒
に

し
た
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
文
章
に
ふ
く
ま
れ
た
理
論
的
な
誤
謬
も
、
現
在
で
は
過
去
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
運
動
史
の
一
頁
と
し
て
お
お
や
け
に
批
判
ず
み
の
も
の
な
の
で

あ
る
が
、
私
は
、
も
っ
と
も
素
朴
な
形
で
現
れ
た
誤
謬
は
別
と
し
て
、
そ
の

頃
の
周
囲
の
雰
囲
気
と
自
分
の
心
持
と
の
間
に
起
っ
た
緊
張
し
た
相
互
作
用

に
つ
い
て
、
今
日
も
な
お
生
活
的
な
色
彩
の
あ
ざ
や
か
な
印
象
を
蔵
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

18近頃の感想



　
歴
史
は
い
た
ず
ら
に
反
覆
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
今
再
び
若
い
批
評
家

の
間
に
、
唯
物
弁
証
法
を
た
て
ま
え
と
し
よ
う
と
し
て
図
式
主
義
に
お
ち
い

っ
た
批
評
の
要
求
が
現
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
は
又
、
私
が
経
験
し
た
時

代
と
異
っ
た
社
会
的
要
因
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
時
間
に
す
れ
ば
、
わ
ず

か
に
二
年
足
ら
ず
の
間
で
あ
る
が
、
今
私
た
ち
の
前
に
は
社
会
主
義
リ
ア
リ

ズ
ム
の
実
践
の
課
題
が
提
起
さ
れ
、
社
会
の
情
勢
も
二
十
一
二
ヵ
月
以
前
の

ま
ま
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
よ
う
に
批
評
沈
黙
時
代
で
は
な
く
、

今
は
む
し
ろ
、
あ
る
作
品
に
つ
い
て
も
各
人
各
様
の
批
評
が
活
溌
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作
家
と
の
本
質
的
な
ち

が
い
が
ぼ
や
け
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
解
釈
に
も
あ
る
種
の
混
乱
が
認
め
ら
れ

る
の
が
、
今
日
の
現
実
な
の
で
あ
る
。
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プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
結
ば
れ
て
い
る
者
の
間
に
、
戸
坂
氏
の
書
か
れ
た

よ
う
に
文
学
批
評
と
は
別
に
、
そ
れ
を
批
評
す
る
も
っ
と
客
観
的
な
「
本
当

の
批
評
」
の
出
現
を
待
望
す
る
の
で
な
く
、
文
学
批
評
そ
の
も
の
に
、
新
た

な
、
発
展
的
な
客
観
性
の
確
立
を
求
め
る
気
分
の
醸
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

見
の
が
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
新
し
い
動
力
と
な
り
得
る
気
分
を
理
解

し
、
作
品
活
動
の
中
に
正
当
に
導
き
出
し
て
行
く
こ
と
こ
そ
、
「
現
実
そ
の

も
の
か
ら
現
実
を
描
き
」
批
判
す
る
方
法
を
学
ぶ
こ
と
を
た
て
ま
え
と
す
る

社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
任
務
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
従
来
私
が
、
自
分
の
書
く
も
の
に
つ
い
て
の
批
評
に
対
し
て
、
多
く
沈
黙

を
守
っ
て
い
た
の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
あ

っ
た
。
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私
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作
家
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
た
頃
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文

壇
の
当
然
の
性
質
と
し
て
批
評
は
主
観
的
な
印
象
批
評
が
多
か
っ
た
。
私
は
、

個
人
的
な
も
の
の
考
え
方
で
、
す
べ
て
の
毀
誉
褒
貶

き
よ
ほ
う
へ
ん
を
皆
自
分
の
こ
や
し
と

し
て
、
自
分
が
正
し
い
と
思
う
方
へ
ひ
た
す
ら
伸
び
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
し
て
、

よ
か
れ
あ
し
か
れ
自
分
の
生
き
っ
ぷ
り
と
、
そ
こ
か
ら
生
れ
る
仕
事
で
批
評

を
つ
き
抜
い
て
行
く
こ
と
、
そ
れ
を
心
が
け
と
し
て
や
っ
て
い
た
。

　
幸
に
も
、
そ
の
や
ぼ
な
生
活
力
で
、
お
ぼ
つ
か
な
い
な
が
ら
一
つ
の
発
展

の
可
能
性
を
と
ら
え
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
は
、
そ
う
い
う
個
人
的
な
考
え
か
た
は
な
く
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、

過
去
に
お
い
て
、
私
が
も
っ
と
も
い
い
た
い
こ
と
を
持
っ
て
い
た
例
の
つ﹅
む﹅

じ﹅
風﹅
時
代
に
、
あ
え
て
私
が
黙
っ
て
い
た
の
は
、
か
り
に
も
一
つ
の
団
体
の
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中
で
、
自
分
の
熱
情
の
幼
稚
な
爆
発
の
た
め
に
混
乱
を
一
層
ひ
ど
く
し
、
且

つ
そ
れ
を
個
人
的
な
も
の
に
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
頃
に
な
っ
て
、
私
は
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
出
た
心
持
で
い
る
。
自
分

の
書
く
も
の
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
は
限
ら
ず
、
批
評
の
あ
る
も
の

に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
自
分
の
見
解
を
あ
き
ら
か
に
し
て
ゆ
く
の
が

本
当
の
態
度
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
作
家
に
と
っ
て
は
書
く
も
の
と
実
生
活
と
の
統
一
に
お
い
て
、

い
わ
ば
私
的
生
活
と
い
う
も
の
は
な
い
し
、
社
会
と
の
関
係
に
あ
っ
て
は
作

家
は
常
に
公
の
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
批
評
も
本
来
は
対
象
を
個

人
に
の
み
置
く
も
の
で
な
い
。
そ
し
て
私
は
、
本
質
上
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
領
域
に
し
か
、
文
学
を
全
体
と
し
て
押
し
す
す
め
る
客
観
的
批
評
は
確
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立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
近
頃
ま
す
ま
す
つ
よ
く
信
じ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
四
年
十
月
〕
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