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創
と
い
う
こ
と
は
誰
に
で
も
望
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
の
人
そ
の
人
に
応
じ
た
、
自
分
な
り
の
努
力
と
工

夫
と
が
や
は
り
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
見
る
こ
と
が
先
ず
大
切
だ

が
、
見
た
も
の
を
ど
う
現
わ
す
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

「
主
観
的
表
現
」

素
材
は
何
で
あ
っ
て
も
い
い
の
だ
が
、
見
る
眼
、
表
現
の
言
葉
に

不
断
の
工
夫
と
変
化
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
習
熟
す
る
こ

と
は
一
つ
の
力
量
だ
が
、
そ
の
習
熟
を
あ
え
て
ふ
り
捨
て
る
だ
け

の
勇
気
を
も
っ
て
、
一
回
性
の
経
験
、
一
回
性
の
言
語
と
し
て
一

首
が
あ
る
と
い
う
方
向
に
行
く
の
が
本
当
で
あ
る
。「

素
材
（
Ⅱ
）」

『
短
歌
作
者
へ
の
助
言
』
か
ら
引
い
た
。
い
ず
れ
も
昭
和
四
十
一
（
一

九
六
六
）
年
、
佐
藤
佐
太
郎
五
十
六
歳
の
と
き
の
言
葉
で
あ
る
。「
何
を
」

よ
り
「
ど
う
」
表
現
す
る
か
に
重
心
を
置
い
て
い
る
。
さ
ら
に
既
成
の

技
術
に
「
習
熟
す
る
」
と
い
う
水
準
を
超
え
、
い
か
な
る
素
材
に
た
い

し
て
も
そ
の
つ
ど
最
善
の
表
現
を
見
つ
け
だ
し
、「
一
回
性
」
の
言
葉
に

よ
っ
て
歌
を
作
る
こ
と
を
説
く
。
言
わ
ば
経
験
と
表
現
と
の
一
期
一
会

の
結
び
つ
き
と
し
て
歌
の
言
葉
を
摑
み
と
る
よ
う
求
め
る
の
で
あ
る
。

妥
協
の
な
い
、
佐
太
郎
ら
し
い
表
現
論
で
あ
り
、「
私
の
文
章
も
、
助
言

と
は
い
っ
て
も
実
は
自
身
の
た
め
に
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
態
度
で

書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
本
書
の
序
の
言
葉
が
思
い
だ
さ
れ
る
。

◇

そ
の
佐
太
郎
の
「
何
を
」
を
め
ぐ
る
見
解
に
つ
い
て
、
前
回
に
引
き

続
い
て
考
え
た
い
。『
軽
風
』（
昭
和
十
七
年
刊
。
佐
太
郎
の
第
一
歌
集

に
あ
た
る
が
、
刊
行
順
と
し
て
は
『
歩
道
』
に
続
き
二
番
め
）
の
後
記

に
こ
ん
な
言
葉
が
あ
る
。

［
略
］
私
は
昭
和
二
年
八
月
二
十
日
附
で
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た

端
書
を
保
存
し
て
ゐ
る
。「
少
々
気
が
利
過
ぎ
て
ゐ
る
○
細
か
す
ぎ

る
○
し
か
し
、
歌
つ
く
り
も
い
ろ
い
ろ
の
処
を
通
過
す
る
ゆ
ゑ
、

気
長
に
や
り
玉
へ
。
○
観
方
、
も
つ
と
本
物
を
観
玉
へ
」
と
い
ふ

ほ
ん
も
の

端
書
で
あ
る
。
私
は
全
く
こ
の
一
葉
を
護
符
の
ご
と
く
に
し
て
作

歌
を
続
け
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
私
は
自
ら
の
才
能
を

疑
ひ
、
ま
た
心
の
動
揺
す
る
毎
に
一
葉
に
す
が
つ
た
。
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｢
先
生
」
は
斎
藤
茂
吉
で
あ
る
。
懇
切
な
助
言
だ
が
、
忌
憚
の
な
い
批

評
で
も
あ
り
、
同
時
に
そ
の
端
的
な
歌
論
で
も
あ
る
。

右
の
後
記
お
よ
び
「
入
門
当
時
の
思
ひ
出
」（『
斎
藤
茂
吉
研
究
』）
に

よ
れ
ば
、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
に
佐
太
郎
は
雑
誌
「
改
造
」
の

新
聞
広
告
で
茂
吉
作
品
に
触
れ
た
の
を
機
に
短
歌
に
関
心
を
抱
き
、
十

五
年
に
ア
ラ
ラ
ギ
に
入
会
し
た
。
年
末
の
改
元
を
経
て
、
翌
昭
和
二
年

の
二
月
号
よ
り
茂
吉
の
選
歌
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
三
月
六
日
に
麹

町
下
六
番
町
の
発
行
所
で
面
会
を
果
た
す
。
満
年
齢
で
茂
吉
四
十
四
歳
、

佐
太
郎
十
七
歳
の
こ
と
で
あ
る
。
二
十
年
後
の
昭
和
二
十
二
年
に
、
佐

太
郎
は
当
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
二
階
に
通
る
と

そ
こ
に
五
六
人
の
人
が
居
て
、
皆
相
当
の
年
輩
で
あ
り
、
私
は
い
ま
だ

少
年
で
こ
ん
な
所
に
出
て
来
て
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
事
を
し
て
し
ま
つ

た
や
う
な
気
が
し
き
り
に
し
た
。［
略
］
二
階
に
来
ら
れ
た
先
生
は
、
私

が
漠
然
と
想
像
し
て
ゐ
た
よ
り
は
ず
つ
と
若
く
細
い
縞
の
あ
る
洋
服
を

着
て
居
ら
れ
、
時
々
舌
を
出
し
て
黒
い
口
髭
を
な
め
る
や
う
に
さ
れ
た
」

（「
入
門
当
時
の
思
ひ
出
」）。
若
い
新
入
会
員
の
不
安
と
緊
張
が
伝
わ
る

と
と
も
に
、
茂
吉
の
姿
が
彷
彿
す
る
。
前
年
（
大
正
十
五
年
）
の
三
月

二
十
七
日
に
ア
ラ
ラ
ギ
を
率
い
て
き
た
島
木
赤
彦
が
病
没
し
、
茂
吉
は

五
月
号
か
ら
編
集
発
行
人
、
昭
和
二
年
四
月
に
は
青
山
脳
病
院
院
長
と

な
っ
た
。
ま
た
八
月
十
一
日
に
は
、
昔
か
ら
の
歌
友
で
あ
る
古
泉
千
樫

が
死
ん
だ
。
孤
独
の
な
か
で
担
う
も
の
ば
か
り
大
き
く
ま
た
重
く
な
る
。

そ
ん
な
状
況
の
も
と
で
茂
吉
は
佐
太
郎
に
葉
書
を
書
い
た
。
全
集
第
三

十
四
巻
に
よ
れ
ば
、
宛
先
は
「
神
田
、
南
神
保
町
岩
波
書
店
内
」（
書
簡

番
号
一
九
〇
五
）。
初
対
面
か
ら
半
年
近
く
経
っ
て
の
も
の
だ
が
、
佐
太

郎
の
資
質
や
作
風
に
つ
い
て
熟
考
し
た
う
え
で
の
助
言
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
「
観
方
、
も
つ
と
本
物
を
観
玉
へ
」
は
一
読
し
て
強
い
印
象

を
残
す
。『
短
歌
作
者
へ
の
助
言
』
の
「
本
物
」
で
は
、
こ
の
言
葉
の
も

つ
意
味
に
つ
い
て
佐
太
郎
の
理
解
が
示
さ
れ
る
。
佐
太
郎
は
「
本
物
」

は
「
枝
葉
末
節
」
で
は
な
く
「
根
幹
」、
あ
る
い
は
「
真
髄
」「
中
心
」

を
意
味
し
、
見
方
に
つ
い
て
「
ほ
し
い
ま
ま
に
主
観
的
な
解
釈
や
修
飾

を
加
え
な
い
で
、
あ
り
の
ま
ま
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
と
捉
え

た
。
歌
が
実
際
的
経
験
を
契
機
と
す
る
詠
嘆
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
現
実

の
一
切
が
歌
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
「
大
切
な
も
の
」
を

摑
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
何
が
「
大
切
」
か
抽
象
的
に
説

明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
そ
の
時
そ
の
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
」
だ

か
ら
で
あ
る
。「
だ
か
ら
結
局
は
そ
の
「
人
」
に
帰
着
す
る
の
だ
が
、
し

か
し
そ
の
人
の
眼
は
努
力
と
工
夫
と
に
よ
っ
て
進
歩
す
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
」。

現
実
の
な
か
か
ら
何
を
詠
う
か
、
と
い
う
問
い
は
技
術
論
に
よ
っ
て

回
答
を
与
え
が
た
い
。
そ
れ
が
「
さ
ま
ざ
ま
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、
こ

こ
に
作
家
の
自
由
と
課
題
が
あ
り
、
各
々
の
個
性
（
た
と
え
ば
佐
太
郎

と
近
藤
芳
美
の
違
い
）
の
核
心
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

と
同
時
に
そ
れ
は
最
終
的
に
作
家
そ
の
「
人
」
が
何
を
求
め
重
ん
じ
る

の
か
、
と
い
う
問
題
に
繋
が
る
。
何
が
「
大
切
」
か
、「
本
物
」
な
の
か
。

そ
う
し
た
自
問
が
創
作
の
起
点
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
先
入
観
や

他
人
の
意
見
を
借
り
て
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い
で
あ
る
。
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