
織
田
作
之
助
に
お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
原
点

デ
ビ
ュ
ー
作
品
、
小
説
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
論

北

野

元

生

１

序
言

２

先
行
研
究

３

テ
キ
ス
ト
の
内
容
と
構
築

４

テ
キ
ス
ト
終
末
部
に
お
け
る
語
り
手
の
交
叉

５

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」

６

改
め
て
織
田
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

７

結
語
に
代
え
て

織
田
作
之
助
の
戦
時
中
の
短
篇
小
説
作
品
『
淸
楚
』（
一
九
四

三
年
）
に
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
形
式
が

仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
本
誌
前
号
で
論
じ
た
。
そ
こ
で
今

回
は
、
彼
の
短
篇
小
説
第
一
作
め
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」（
一

九
三
八
年
）
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を

解
析
す
る
こ
と
と
し
た
。
本
物
語
は
南
紀
白
浜
温
泉
に
肺
疾
の

療
養
目
的
で
滞
在
し
て
い
る
旧
制
高
等
学
校
の
一
生
徒
が
海
岸

で
出
会
っ
た
一
組
の
男
女
か
ら
心
理
的
に
翻
弄
さ
れ
る
回
想
文

か
ら
な
っ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
二
人
の
前
で
ひ
と
り
す

も
う
を
と
ら
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
に
よ
る
一
人
称
語
り
で
語
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、「
わ
た

く
）し
」
と
称
す
る
筆
者
が
第
二
の

語
り
手
と
し
て
数
回
に
わ
た
っ
て
物
語
の
中
に
入
り
込
ん
で
く

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遂
に
は
「
ぼ
く
」
と
「
わ
た

く
）

し
」
の
二
人
の
語
り
手
が
テ
キ
ス
ト
の
中
で
論
戦
を
構
え
る
に

至
る
の
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
以
前
の
織
田
が
デ
ビ
ュ
ー
作
品

で
あ
る
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
と
言
う
作
品
か
ら
斯
か
る
メ
タ
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
形
式
を
習
得
し
て
い
た
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と

黒
』
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
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１

序
言

織
田
作
之
助
（
以
下
、
織
田
）
は
出
席
日
数
不
足
を
理
由
に
旧
制

の
第
三
高
等
学
校
を
放
校
に
近
い
形
で
退
学
し
た
。
そ
の
二
年
数
か

月
後
、
三
高
出
身
者
で
東
京
帝
大
へ
進
学
し
た
織
田
の
文
学
仲
間
を

中
心
に
結
成
さ
れ
て
い
た
同
人
会
誌
『
海
風
』
通
算
第
四
号
に
「
ひ

と
り
す
ま
ふ
」
と
題
す
る
小
説
を
発
表
し
た
の
が
一
九
三
八
（
昭
和

十
三
）
年
六
月
で
あ
る
。
時
に
織
田
は
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
彼
に

と
っ
て
は
、
こ
の
作
品
は
第
一
作
め
の
短
篇
小
説
で
あ
る
。
彼
は
も

と
も
と
戯
曲
家
を
目
指
し
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
既
に
第
三

高
等
学
校
の
二
年
生
時
か
ら
戯
曲
や
演
劇
評
、
戯
曲
評
を
書
い
て
い

た
。
こ
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
を
書
い
て
い
る
頃
の
ほ
ぼ
二
年
間
は

東
京
本
郷
に
滞
在
し
て
お
り
、『
海
風
』
の
通
算
三
、
四
、
五
号
は

主
と
し
て
織
田
の
編
集
作
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
彼
は
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と
黒１

）
』
を
読
み
ふ
け
っ
て
お
り
、
自
分
を
『
赤

と
黒
』
の
主
人
公
で
あ
る
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
で
あ
る
と
触
れ
回

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
実
は
劇
作
家
を
目
指
し

て
い
た
が
小
説
作
家
に
転
向
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ス
タ
ン

ダ
ー
ル
や
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
に
傾
倒
し
て
い
た
件
に
つ
い
て
は
、

三
高
の
同
窓
生
の
証
言
も
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
大
谷
晃
一２

）
や
青
山
光

二３
）

ら
の
書
や
論
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
本
稿
を
編
む
に
当
っ
て

こ
の
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
肺
結
核
症

（
以
下
、
肺
疾
と
記
す
）
が
、
こ
の
小
説
の
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を

提
供
し
て
い
る
が
、
織
田
自
身
も
生
涯
の
後
半
は
こ
の
疾
病
に
悩
ま

さ
れ
、
彼
の
若
す
ぎ
る
死
の
原
因
と
も
な
っ
た
。
彼
が
肺
疾
を
発
病

し
た
の
は
、
十
八
歳
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
は
約
二
万
三
千
字
か
ら
な
る
短
編
小
説
で
あ

る
。
テ
キ
ス
ト
は
一
章
立
て
で
成
立
し
て
い
る
。
ま
ず
舞
台
は
南
紀

白
浜
温
泉
で
あ
る
が
、
織
田
自
身
も
三
高
在
学
中
の
一
九
三
四
年
当

時
、
肺
疾
の
療
養
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
主
な
登
場
人
物

は
こ
の
温
泉
地
に
、
肺
疾
の
療
養
に
き
て
い
る
第
三
高
等
學
校
の
生

徒
で
あ
る
二
十
一
歳
の
「
ぼ
く
」、
海
岸
で
出
会
っ
た
二
十
六
歳
の

美
し
い
未
亡
人
で
あ
る
明
日
子
、
明
日
子
の
死
ん
だ
夫
と
同
郷
の
大

阪
の
私
立
大
学
の
学
生
で
柔
道
の
選
手
で
も
あ
る
轡
川
の
三
人
で
あ

る
。
そ
の
他
、
喫
茶
店
に
出
入
り
す
る
美
少
年
と
、
彼
と
付
き
合
っ

て
い
る
ら
し
い
喫
茶
店
の
女
店
員
や
、
主
人
公
が
宿
泊
す
る
宿
の
泊

り
客
で
心
中
す
る
女
性
二
人
、
宿
の
番
頭
や
女
中
が
テ
キ
ス
ト
中
に

わ
ず
か
に
登
場
す
る
が
、
前
景
に
現
れ
る
三
人
に
比
較
す
れ
ば
、
明

ら
か
に
本
作
品
の
舞
台
の
後
景
な
い
し
は
背
景
的
で
あ
る
。
そ
の
他

重
要
な
の
は
、「
わ
た
し
」
と
ル
ビ
を
振
っ
た
恐
ら
く
作
者
の
意
を

体
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
筆
者
」
が
第
二
の
語
り
手
と
し
て
テ

キ
ス
ト
中
に
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
の
ち
に
詳
述

す
る
。
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２

先
行
研
究

織
田
の
デ
ビ
ュ
ー
作
品
で
あ
る
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
注
目
し
た

研
究
は
意
外
に
数
が
少
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
宮
城
達
夫４

）
の
「
織
田

作
之
助
の
初
期
作
品
の
研
究
｜
単
行
本
『
夫
婦
善
哉
』
ま
で
の
作
風

の
変
容
を
中
心
に
｜
」（
平
成
五
年
度
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
学
位

論
文＝

ネ
ッ
ト
公
開
）
は
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
評
を
代
表
す
る
最

近
の
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
論
文
は
「
序
章
」「
第
一
章
」

「
第
二
章
」
の
三
章
立
て
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
「
第

一
章
・
模
索
期
の
作
品
の
意
義
」
の
う
ち
の
「
第
一
節
・
小
説
第
一

作
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
の
特
質
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
比
較
的
長
い

論
及
が
さ
れ
て
い
る
。
本
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
主
人
公
の
「
ぼ
く
」

に
よ
る
一
人
称
語
り
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
、

「
ぼ
く
」
が
好
意
を
持
ち
始
め
た
女
性
が
別
の
男
性
と
の
関
係
の
中

に
巻
き
込
ま
れ
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
宮
城
は
「
ぼ

く
」
が
示
す
嫉
妬
心
に
注
目
し
、
嫉
妬
や
敵
意
、
愛
憎
が
こ
の
作
品

の
基
調
と
な
っ
て
い
る
と
考
察
し
て
い
る
。

ほ
か
に
は
、
先
述
の
三
高
の
同
窓
生
の
証
言
を
述
べ
た
大
谷
晃
一

や
青
山
光
二
な
ど
が
こ
の
作
品
の
書
か
れ
た
こ
ろ
の
織
田
の
背
景
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
と
く
に
大
谷
の
『
織
田
作
之
助
｜
生
き
愛
し

書
い
た
。』
に
よ
る
と
、
織
田
は
織
田
が
三
高
生
だ
っ
た
こ
ろ
宮
田

一
枝
と
知
り
合
い
、
同
棲
生
活
を
経
て
、
の
ち
に
結
婚
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
一
枝
に
か
か
わ
る
織
田
の
嫉
妬
心
が
彼
の
作
品
の
重
要
な

モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
青
山
に
よ
る
『
織
田
作
之

助
全
集
１
』
の
「
作
品
解
題
」
で
も
、「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
お
け

る
織
田
の
嫉
妬
心
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
ら

の
詳
し
い
論
証
は
み
ら
れ
な
い
。

一
方
、
西
川
長
夫
の
説５

）
で
は
、
論
点
が
が
ら
り
と
か
わ
る
。
西
川

は
織
田
の
作
品
と
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
の
関
係
を
中

心
に
彼
の
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
織
田
の
第
二
作
め
の

「
雨
」
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
の
密
接
な
関
連
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し

い
論
考
を
述
べ
て
い
る
。
西
川
は
と
く
に
こ
の
「
雨
」
に
注
目
し
、

「
雨
」
は
い
わ
ゆ
る
織
田
作
之
助
的
要
素
が
完
備
し
て
い
る
が
、

「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
は
織
田
的
要
素
は
殆
ど
な
い
と
述
べ
て
い
る

の
が
興
味
を
惹
く
の
で
あ
る
。

実
は
、
織
田
自
身
も
は
第
二
作
目
の
「
雨
」
が
あ
る
意
味
で
自
分

の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
ひ
と
り

す
ま
ふ
」
は
彼
の
創
作
活
動
か
ら
は
織
田
自
身
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
織
田
が
何
ゆ
え
に
、
こ

の
作
品
を

外
に
置
い
て
い
た
の
か
も
含
め
て
、
西
川
論
を
批
判
的

に
論
述
す
る
こ
と
に
な
る
。

３

物
語
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク

本
テ
キ
ス
ト
は
先
述
し
た
よ
う
に
二
万
三
千
字
ほ
ど
の
短
篇
小
説
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で
あ
り
、
同
人
誌
『
海
風
』
の
頁
作
り
に
よ
れ
ば
、
表
題
と
作
者
名

を
記
載
す
る
頁
を
含
め
三
十
頁
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の

冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
、

奇
妙
な
こ
と
は
、
最
初
そ
の
女
を
み
た
時
、
ぼ
く
は
、
あ
ゝ
こ

の
女
は
身
投
げ
す
る
に
違
ひ
な
い
と
思
ひ
こ
ん
で
了
つ
た
こ
と

な
の
だ
、
｜
と
彼
は
語
り
出
し
た
。
彼
が
二
十
一（
才ママ
の）
時
の
話

と
い
ふ
。

と
、
こ
の
掲
載
誌
で
は
ほ
ん
の
二
行
に
足
り
な
い
文
章
で
あ
る
が
、

「
ぼ
く
は
思
ひ
こ
ん
で
了
つ
た
こ
と
な
の
だ
、
｜
と
彼
は
語
り
だ
し

た
。」
と
「
ぼ
く
」
の
一
人
称
語
り
で
物
語
は
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
の
冒
頭
で
は
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
を
紹
介
す
る
こ
と
が
主
要
な

文
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
部
の
中
で
「
｜
と
彼

は
語
り
だ
し
た
。」
と
、
一
見
第
三
者
の
局
外
の
語
り
手
の
語
り
と

も
考
え
ら
れ
る
文
が
挿
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
「
ぼ
く
」
と

「
彼
」
と
は
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
一
見
第
三

者
の
局
外
の
語
り
手
と
も
考
え
ら
れ
る
語
り
手
が
テ
キ
ス
ト
の
真
の

語
り
手
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
を
今
仮
に
第
二
の
語
り
手
と
分
類
し
て
お
く
。

冒
頭
の
一
人
称
の
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
が
、
テ
キ
ス
ト
の
中
の
第

二
の
語
り
手
の
次
の
フ
レ
ー
ズ
で
「
彼
」
と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に

「「
彼
」
が
二
十
一
才
の
時
の
話
と
い
ふ
」
と
第
二
の
語
り
手
に
よ

っ
て
、
こ
の
物
語
の
大
枠
は
改
め
て
過
去
の
出
来
ご
と
の
回
想
談
話

の
構
造
を
と
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
テ
キ
ス

ト
は
回
想
談
話
と
い
う
虚
構
内
虚
構
の
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に

も
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
後
す
ぐ
に
「
ぼ
く
」
と
い
う
一
人
称
で
語
る
物
語

の
語
り
に
ま
た
戻
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
の
ほ
と
ん
ど
は
「
ぼ

く
」
の
一
人
称
語
り
で
テ
キ
ス
ト
が
綴
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。「
第
二
の
語
り
手
」
と
し
て
出
現
し
た
語
り
手
は
、
こ
こ
ま
で

は
、
第
三
者
の
局
外
の
語
り
手
な
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
人
物
で
あ

る
の
か
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
で
は
、
こ
の
あ
と
一
行
の
空
白
を
明
け
て
、「
ぼ
く
」

は
京
都
の
第
三
高
等
学
校
の
学
生
で
あ
り
、
肺
疾
の
療
養
の
た
め
に

こ
の
温
泉
地
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
、
病
気
の
た
め
か
ち
ょ
っ
と
神

経
を
や
ら
れ
て
い
る
ら
し
く
毎
夜
の
よ
う
に
不
眠
症
が
つ
づ
き
、
夜

更
け
に
宿
を
抜
け
出
し
て
白
浜
の
海
岸
へ
出
て
く
る
こ
と
な
ど
が
、

こ
の
一
人
称
の
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
か
ら
語
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
夜
は
い
つ
も
の
よ
う
に
漁
火
を
眺
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
漁
火
が
自
分
が
期
待
し
て
い
る
動
き
を
し
な
い
こ
と
で
、
少
し

孤
独
感
に
さ
い
な
ま
さ
れ
て
い
る
折
も
折
、
黒
っ
ぽ
い
着
物
を
着
て
、

半
町
ほ
ど
離
れ
た
波
打
際
に
、
す
く
っ
と
立
っ
て
い
る
女
の
姿
が
眼

に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
と
、
一
人
称
の
「
ぼ
く
」
の
語
り
が
続
け
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
身
を
隠
し
て
い
た
「
第
二
の
語
り
手
」
が
突

然
、
再
度
登
場
し
て
、
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（
｜
さ
う
言
つ
て
、
彼
は
に
や
り
と
微
笑
し
た
。
彼
が
心
を
惹

か
れ
る
女
は
例
外
無
し
に
背
が
高
く
す
ら
っ
と
し
て
ゐ
る
。
黑

つ
ぼ
い
着
物
が
似
合
ふ
の
は
、
す
ら
つ
と
し
た
女
で
あ
る
。
す

く
つ
と
立
つ
て
ゐ
る
、
と
言
つ
た
以
上
、
恐
ら
く
、
背
が
高
か

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
彼
の
好
み
を
良
く
知
つ
て
ゐ
る
筆
者
わ
た
し

に
照
れ
た
の
で
、
彼
は
思
は
ず
微
笑
し
た
の
だ
ら
う
と
思
は
れ

る
。）

と
、
語
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
語
り
手
の
語
り
は
冒
頭
の
そ
れ
と
は

異
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
以
降
は
（
括
弧
）
で
括
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
当
初
「
第
二
の
語
り
手
」
と
し
て
い
た
「
語
り
手
」
は
、

実
は
「
わ
た
し
」
と
ル
ビ
を
振
ら
れ
た
「
筆
者
」
と
名
乗
っ
て
出
現

し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
物
語
の
語
り
手
は
二
人
と
も
が
そ
れ

ぞ
れ
一
人
称
で
語
る
二
人
が
か
り
の
語
り
で
あ
り
、
物
語
の
主
人
公

は
「
ぼ
く
」
で
主
た
る
語
り
手
で
あ
り
、
第
二
の
語
り
手
は
「
筆

者
」
と
称
し
な
が
ら
、
脇
役
の
任
を
は
た
す
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
物
語
の
真
の
語
り
手
は
第
二
の
語
り
手
で
あ
る
「
筆
者
」
で
あ

る
こ
と
は
先
述
し
た
。

さ
て
、
物
語
の
テ
キ
ス
ト
は
再
び
一
行
の
空
白
を
あ
け
て
、「
ぼ

く
」
の
回
想
を
主
体
と
す
る
内
的
独
白
文
に
戻
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
文
章
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

そ
の
女
は
今
に
も
波
に
す
い
こ
ま
れ
さ
う
に
み
え
た
。
さ
う
み

え
た
の
は
、
恐
ら
く
そ
の
女
が
自
殺
し
か
け
て
ゐ
る
と
直
感
し

た
爲
だ
つ
た
ら
う
。
い
や
、
さ
う
見
え
た
か
ら
、
自
殺
す
る
と

考
へ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
ぼ
く
は
夢
中
で
そ
の

女
の
方
へ
走
り
出
し
た
。
自
殺
を
防
が
う
と
す
る
氣
持
も
あ
つ

た
が
、
同
時
に
叉
、
そ
の
時
の
ぼ
く
の
平
衡
を
失
つ
た
孤
獨
な

氣
持
が
何
か
人
戀
し
さ
の
心
で
、
ぼ
く
を
走
ら
せ
た
の
で
あ
ら

う
。

と
こ
ろ
が
「
ぼ
く
」
は
走
り
出
し
た
の
は
良
い
が
、
体
が
そ
の
氣
持

に
追
い
つ
け
ず
、
急
に
激
し
い
咳
が
起
こ
り
、
胸
の
中
が
ガ
ラ
ガ
ラ

鳴
る
。「
ぼ
く
」
は
こ
こ
で
蹲
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
続
い

て
生
温
い
も
の
が
こ
み
あ
げ
て
來
た
か
と
思
う
と
ド
ロ
ツ
と
口
の
中

に
喀
出
さ
れ
た
。
喀
血
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
女
が
海
水
を
運
ん
で
く

れ
、
そ
れ
を
口
腔
に
入
れ
て
口
の
中
の
も
の
と
一
緒
に
飲
み
込
む
こ

と
で
、
喀
血
は
お
さ
ま
っ
た
が
、

海
水
を
の
む
と
安
心
し
た
の
で
、
心
が
靜
ま
つ
て
、
し
だ
い
に

胸
の
鳴
る
音
が
止
ん
だ
。
ぼ
く
は
漸
く
頭
を
あ
げ
て
そ
の
女
の

を
み
た
。
そ
し
て
、
突
然
、
╱
「
あ
な
た
は
死
ぬ
ん
ぢ
ゃ
あ

り
ま
せ
ん
か

」
╱
と
言
つ
た
。
隨
分
恥
ず
か
し
い
こ
と
を
言

つ
た
も
の
だ
。
ぼ
く
は
先
ず
、
あ
り
が
た
う
と
お
禮
を
言
ふ
可

き
だ
つ
た
。
そ
れ
を
、

を
み
る
な
り
、
死
ぬ
ん
ぢ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
か
、
と
は
ひ
ど
く
氣
障
つ
ぽ
い
言
ひ
方
だ
し
、
そ
れ
に
失

禮
過
ぎ
る
。
だ
が
、
そ
ん
な
事
を
ぼ
く
に
言
は
せ
た
の
は
、
そ

の
女ひと
の
美
し
さ
な
の
だ
。（
斜
線
は
行
替
え
を
示
す
。
以
下
、
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同
じ
。）

と
、
こ
こ
で
一
行
空
白
を
あ
け
て
、
南
紀
白
濱
は
自
殺
者
の
多
い
と

こ
ろ
で
と
云
々
し
、
自
分
の
宿
泊
し
て
い
た
宿
の
客
の
二
人
の
女
性

の
心
中
事
件
の
こ
と
な
ど
の
別
個
の
回
想
談
話
が
（
虚
構
内
虚
構
内

虚
構
と
し
て
）
挿
入
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
空
白
の
一
行
を
明
け
て
、

「
あ
な
た
こ
そ
死
に
さ
う
で
す
わ
よ
」
と
女
に
か
ら
か
わ
れ
る
場
面

か
ら
、
本
論
に
も
ど
る
の
で
あ
る
が
、「
ぼ
く
」
は
蹲
っ
た
ま
ま
で
、

こ
の
女
性
の
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
妄
想
を

し
く
し
て
い
く
。

い
っ
た
い
、
ぼ
く
の

い
癖
な
の
だ
が
、
そ
の
頃
の
ぼ
く
に
は
、

相
手
が
若
い
女
性
で
あ
る
と
き
に
は
、
ぼ
く
の
如
何
な
る
行
動

か
ら
も
「
男
性
」
と
し
て
の
ぼ
く
を
み
ら
れ
た
く
な
い
、
言
ひ

か
え
る
と
、
そ
の
女
か
ら
は
何
も
求
め
て
ゐ
な
い
、
そ
の
女
を

問
題
に
し
て
ゐ
な
い
、
即
ち
、
そ
の
女
を
「
女
性
」
と
し
て
見

て
ゐ
な
い
、
と
い
ふ
風
に
見
て
ほ
し
い
と
言
ふ
本
能
が
あ
る
。

こ
の
本
能
は
ぼ
く
が
そ
の
女
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
時
で
も
、
問

題
に
し
て
ゐ
な
い
時
で
も
、
絶
え
ず
意
識
の
中
に
網
の

に
張

ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
恐
ら
く
、
自
尊
心
と
羞
恥
心
か
ら
く
る
も

の
と
思
ふ
。
こ
の
本
能
は
愛
の

引
き
に
は
非
常
に
役
立
つ
も

の
ら
し
い
け
れ
ど
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
で
あ
る
。
さ
て
そ
の

時
も
こ
の
奇
妙
な
本
能
が
意
識
の
先
に
あ
つ
た
の
だ
。
ぼ
く
は

こ
ん
な
風
に
思
つ
て
ゐ
た
。
｜
こ
の
女ひと
は
、
死
ぬ
ん
ぢ
や
あ
り

ま
せ
ん
か
、
と
い
ふ
ぼ
く
の
言
葉
を
純
粹
に
彼
女
の
自
殺
を
心

配
し
た
上
で
の
眞
實
の
疑
問
だ
と
思
ふ
だ
ら
う
か
。
さ
う
思
ふ

に
し
て
も
彼
女
を
そ
ん
な
風
に
見
た
の
は
、
若
し
さ
う
で
無
い

な
ら
隨
分
間
の

い
こ
と
だ
が
、
と
に
か
く
、
さ
う
思
ふ
だ
ら

う
か
。
そ
れ
と
も
も
つ
と
不
純
な
質
問
と
見
る
だ
ら
う
か
。
｜

と
。
だ
か
ら
彼
女
が
、
あ
な
た
こ
そ
死
に
さ
う
で
す
わ
よ
、
と

言
つ
て
微
笑
し
た
時
、
今
か
ら
思
ふ
と
、
恐
ら
く
、
彼
女
は
喀

血
し
た
ぼ
く
の
身
體
の
こ
と
言
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
ぼ
く
は

さ
う
思
は
ず
、
彼
女
は
、
あ
な
た
は
私
を
自
殺
す
る
女
と
早
合

點
成
す
つ
た
ら
し
い
け
ど
、
私
が
さ
う
見
え
る
な
ら
、
夜
更
け

の
海
岸
で
私
と
同
じ

に
海
を
み
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
あ
な
た
だ

つ
て
、
さ
う
見
え
る
筈
ぢ
や
な
い

死
ぬ
ん
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん

か
、
と
は
仲
々
こ
の
夜
更
け
の
海
岸
に
適
は
し
い
言
葉
だ
け
ど

｜
と
言
つ
て
ゐ
る

に
思
つ
た
の
だ
。
さ
う
思
ひ
込
む
と
、
ぼ

く
は
急
に

が

く
な
つ
た
。
言
葉
に
窮
し
た
。
誇
張
し
て
言

ふ
と
、
出
番
を
間
違
へ
て
舞
台
に
登
場
し
た
役
者
の

な
間
の

さ
だ
つ
た
。
…
…

と
、
自
分
が
好
ま
し
く
思
っ
た
女
性
の
前
で
は
、
自
分
の
品
格
を
よ

く
見
せ
た
い
と
思
う
若
い
男
性
に
あ
り
勝
ち
の
心
の
揺
れ
が
よ
く
理

解
で
き
る
長
い
内
的
独
白
に
よ
る
文
章
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時

点
で
こ
の
女
性
に
「
ぼ
く
」
は
相
当
惹
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、
女
性
に
宿
ま
で
送
っ
て
も
ら
う
こ

と
と
な
り
、
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夜
更
け
の
海
邊
の
道
を
見
知
ら
ぬ
美
し
い
女
と
肩
を
並
べ
て
歩

く
な
ど
と
い
ふ
秘
か
な
喜
び
は
、
病
氣
が
約
束
し
た
短
い
一
生

に
と
つ
て
は
ま
こ
と
に
貴
む
可
き
も
の
な
の
だ
。
こ
の
喜
び
に

陶

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
こ
と
が
、
陶

を
さ
ま
た
げ

る
こ
と
に
な
る
し
、
卒
直
に
言
へ
ば
、
ぼ
く
は
そ
の
秘
か
な
喜

び
に
苛
立
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
…
…

と
、
か
な
り
贅
沢
と
も
思
え
る
感
情
に
心
を
ゆ
だ
ね
な
が
ら
女
性
と

肩
を
並
べ
て
歩
む
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く

そ
の
よ
う
に
ふ
た
り
で
並
ん
で
歩
い
て
い
る
と
、

急
に
、
彼
女
が
、
ハ
ツ
と
し
て
ぼ
く
の
側
を
離
れ
た
。
跫
音
が

し
た
と
思
ふ
と
、
も
う
次
の
瞬
間
に
は
一
人
の

し
い
男
の
身

體
が
、
僕
ら
の
眼
の
前
に
突
つ
立
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
巌
丈
な
肩

が
動
い
た
の
で
、
ぼ
く
は
思
は
ず
兩
手
で
胸
の
邊
り
を
防
い
だ
。

と
、
ピ
シ
ヤ
リ
と
音
が
し
て
、
彼
女
の
身
體
が
よ
ろ
め
い
た
。

そ
の
男
は
彼
女
の
手
を
と
る
と
、
サ
ツ
サ
と
歩
き
出
し
た
。
彼

女
は
唇
を
か
み
し
め
て
ふ
つ
と
空
を
見
つ
め
た
ま
ゝ
、
そ
の
男

が
引
つ
張
る
の
に
任
せ
て
ゐ
た
。
ぼ
く
は
呆
然
と
し
て
、
二
人

の
背
後
う
し
ろ

姿
を
見
て
ゐ
た
。

と
、
こ
こ
で
登
場
人
物
の
三
人
が
出
揃
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
い

男
と
い
う
の
は
、
の
ち
に
説
明
さ
れ
る
私
立
大
学
の
学
生
の
轡
川
の

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
小
説
は
肺
疾
の
た
め
白
浜
温
泉
に
療
養
に
き
て
い
る
第
三
高

等
學
校
の
学
生
の
「
ぼ
く
」
と
、
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
明
日
子
と
明

日
子
の
連
れ
で
あ
る
轡
川
と
の
三
人
が
繰
り
広
げ
る
一
種
の
心
理
劇

で
あ
る
。
医
大
の
助
教
授
で
あ
っ
た
明
日
子
の
夫
が
や
は
り
肺
疾
で

寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
、
二
人
暮
ら
し
の
家
が
物
騒
で
あ
る
と
、

私
大
の
柔
道
部
の
選
手
の
轡
川
に
用
心
棒
代
わ
り
に
寝
泊
ま
り
し
て

も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
と
で
明
日
子
が
「
ぼ
く
」
に

説
明
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
寝
泊
ま
り
に
来
て
も
ら
っ
て

い
る
う
ち
に
、
明
日
子
は
轡
川
か
ら
暴
力
的
に
辱
め
を
受
け
、
そ
の

の
ち
も
二
人
の
関
係
は
続
く
こ
と
と
な
る
。
夫
の
死
後
、
轡
川
が
明

日
子
に
結
婚
を
申
し
込
む
が
、
明
日
子
に
そ
の
意
志
は
な
く
、
絶
交

の
話
し
合
い
を
す
る
目
的
で
白
浜
ま
で
や
っ
て
来
た
と
言
う
で
あ
る
。

そ
れ
を
聞
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
時
に
は
す
で
に
明
日
子
に
相
当

惹
か
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
当
然
、
轡
川
に
嫉
妬
し
、
敵
意
を

持
つ
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
次
の
日
、
白
浜
温
泉
街
で
三
人
は
偶
然
再
会
す

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
自
分
が
宿
泊
し
て

い
る
宿
に
対
す
る
不
満
を
思
わ
ず
漏
ら
す
の
で
あ
る
が
、
明
日
子
と

轡
川
の
二
人
は
自
分
ら
の
宿
の
隣
室
に
空
き
が
あ
る
か
ら
と
宿
替
え

を
す
す
め
て
く
れ
る
の
で
、
そ
の
話
に
乗
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宿
替
え
し
た
そ
の
夜
、「
ぼ
く
」
は
耳
を
塞

ぎ
た
く
な
る
よ
う
な
隣
室
の
声
と
物
音
を
聞
い
て
し
ま
う
。
こ
の
後
、

別
れ
話
を
し
に
来
て
い
る
は
ず
の
二
人
に
つ
い
て
、「
ぼ
く
」
は
理
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解
に
苦
し
む
事
態
の
展
開
に
拘
わ
る
結
果
と
な
る
。

そ
の
翌
日
、
轡
川
が
明
日
子
の
夫
が
病
気
の
時
、
自
分
を
誘
惑
し

た
の
は
明
日
子
の
方
で
あ
る
と
「
ぼ
く
」
に
明
か
す
。
そ
し
て
、
今

に
あ
な
た
も
彼
女
に
誘
惑
さ
れ
る
よ
、
と
ま
で
言
う
。
そ
れ
を
聞
い

た
時
に
は
、「
ぼ
く
」
は
非
常
に
混
乱
す
る
。
事
実
、「
ぼ
く
」
と
明

日
子
と
は
接
吻
を
交
わ
す
仲
に
ま
で
進
展
す
る
。
に
も
拘
ら
ず
明
日

子
と
轡
川
の
仲
が
裂
か
れ
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」
は
こ
の
二
人
の
所
為
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
「
ひ
と
り
す
も

う
」
を
取
ら
さ
れ
る
羽
目
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
し
ば
ら
く

し
て
、
Ｔ
港
へ
帰
る
と
い
う
明
日
子
を
東
白
浜
に
あ
る
綱
不
知
の
桟

橋
で
轡
川
と
「
ぼ
く
」
と
が
船
を
見
送
っ
た
の
ち
も
、
明
日
子
と
轡

川
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
十
一
歳
の
三
高
の
学
生
の
「
ぼ
く
」
に

は
解
き
難
い

と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
。

４

テ
キ
ス
ト
の
終
末
部
に
お
け
る
語
り
手
の
交
叉

以
下
は
、
前
項
３
の
「
ぼ
く
に
は
解
き
難
い

と
し
て
残
っ
た
」

に
続
く
「
ぼ
く
」
に
よ
る
一
人
称
語
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
こ
の
物

語
で
の
「
ぼ
く
」
に
よ
る
一
人
称
の
語
り
と
し
て
の
最
後
の
部
分
で

あ
る
。ふ

と
、
轡
川
の
大
き
な
赤
い
鼻
の
上
に
蝿
が
一
匹
停
つ
て
ゐ
る

の
が
眼
に
つ
い
た
。
彼
は
鈍
感
な
の
か
、
三
寶
柑
を
た
べ
る
の

に
夢
中
に
な
つ
て
ゐ
る
の
か
、
そ
れ
に
氣
が
付
か
な
い

だ
つ

た
。
ぼ
く
は
、
急
に
、
ア
ハ
ハ
ハ
ハ
と
笑
ひ
出
し
た
。
咳
が
出

て
困
つ
た
。
コ
ン
コ
ン
と
咳
き
な
が
ら
、
ぼ
く
の
頭
は
、
は
た

し
て
明
日
子
に
就
て
は
、
轡
川
の
言
つ
た
こ
と
が
眞
實
か
、
明

日
子
の
言
つ
た
こ
と
が
正
し
い
の
か
、
と
叉
も
や
考
へ
出
し
て

ゐ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
二
十
一（
才ママ
の）
當
時
の
ぼ
く
に
は
解
き

難
い

だ
つ
た
。

で
、「
ぼ
く
」
の
一
人
称
語
り
は
終
る
。
そ
し
て
、
一
行
空
白
を
明

け
て
、（

彼
の
話
は
こ
ゝ
で
終
つ
た
。
筆わた
者くし
は
、
彼
の

し
た
最
後
の

に
就
て
、
次
の

に
考
へ
た
。
そ
れ
は

恐
ら
く
轡
川
と

明
日
子
の
最
初
の
交
わ
り
は
、
明
日
子
が
暴
力
で
辱
し
め
ら
れ

た
の
で
も
無
け
れ
ば
、
轡
川
が
明
日
子
に
誘
惑
さ
れ
た
の
で
も

無
い
だ
ら
う
。
し
か
し
ま
た
、
さ
う
い
ふ
交
り
は
、
女
の
方
か

ら
見
れ
ば
、
多
少
と
も
男
が
暴
力
を
ふ
る
つ
た
と
見
え
ぬ
こ
と

も
無
い
だ
ら
う
し
、
一
方
、
男
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
女
が
多
少

と
も
挑
撥
し
た
（
た
と
へ
女
自
身
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
に

し
て
も
）
と
見
え
ぬ
こ
と
も
な
い
だ
ら
う
。
だ
か
ら
た
だ
彼
ら

は
各
々
そ
の

な
主

を
誇
張
し
て
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
か
ら
う
か
。
…
…
）

と
、
筆
者
の
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
余
談
で
あ
る

が
、
筆
者
の
ル
ビ
は
「
わ
た
く
し
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
原
作
者

の
何
か
の
理
由
で
こ
う
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
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で
あ
る
の
か
、
論
者
（＝

北
野
）
に
は
不
明
で
あ
る
。
さ
て
本
論
に

戻
る
が
、
筆
者
は
、
明
日
子
と
轡
川
と
の
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

ど
ち
ら
も
正
し
く
な
い
だ
ろ
う
し
、
か
と
言
っ
て
ど
ち
ら
も
間
違
っ

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
要
す
る
に
、
ど
ち
ら
も
ど
ち
ら
で
あ
る
と

言
い
た
い
ら
し
い
。
こ
こ
ま
で
は
筆
者
は
テ
キ
ス
ト
の
記
述
に
沿
っ

て
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
が
如
何
な
る
意
図
を
以
て
、
こ

こ
で
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
ら
れ
た
理
由
は
以
下
の
記
述
で
明
ら
か
に
な
る
。

…
…
さ
う
筆わた
者くし
が
彼
に
言
ふ
と
、
彼
は
す
か
さ
ず
、
次
の

に

答
へ
た
。
╱
「
勿
論
間
違
ひ
だ
と
は
言
は
ぬ
。
し
か
し
、
そ
の

時
の
ぼ
く
に
そ
の

な
こ
と
を
見

く
力
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、

恐
ら
く
、
君
の
そ
の

な
解
決
の
素
材
と
な
つ
た
こ
の
ぼ
く
の

話
は
、
最
初
か
ら
も
つ
と
違
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。」

こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
景
色
は
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
「
彼
」、

す
な
わ
ち
「
ぼ
く
」
に
「
筆
者
」
が
論
争
を
し
か
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
筆
者
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
条
件
を
は

じ
め
か
ら
賦
与
し
て
く
れ
て
い
た
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
素
材
を
提
供
し

た
「
ぼ
く
」
の
話
は
、
は
じ
め
か
ら
全
く
別
の
様
相
を
示
し
て
い
た

に
違
い
無
い
、
と
「
筆
者
」
に
対
し
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
は
文
句
を

言
い
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
人
公
に
と
っ
て
は
当
然
の

抗
弁
で
あ
っ
て
、
別
の
要
因
を
付
け
加
え
た
り
、
あ
る
い
は
要
素
を

取
り
消
し
た
り
す
れ
ば
、
本
作
品
の
テ
キ
ス
ト
と
は
全
く
異
な
る
内

容
の
テ
キ
ス
ト
が
出
来
上
が
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
議
論
は
議
論
と
し
て
ほ
と
ん
ど
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
作
品
の
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
と
「
筆
者
」
が
小

説
の
中
に
登
場
し
て
、
二
人
の
（
あ
る
い
は
二
種
類
の
）
一
人
称
の

語
り
手
が
入
れ
子
状
態
に
な
っ
て
物
語
を
編
み
出
し
、
お
ま
け
に
物

語
の
終
末
部
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
二
人
の
語
り
手
が
論
戦
を
戦

わ
せ
る
小
説
作
法
に
興
味
が
ひ
か
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
作
品
の
語
り

の
形
式
を
見
て
み
よ
う
。

①

肺
疾
の
た
め
白
浜
温
泉
で
療
養
中
の
京
都
第
三
高
等
学
校
の
生

徒
が
一
人
称
の
「
ぼ
く
」
で
登
場
す
る
が
、「
ぼ
く
」
は
こ
の
物

語
の
主
人
公
で
あ
る
。
本
作
品
で
は
、
冒
頭
に
「
ぼ
く
」
の
回

想
に
よ
る
極
め
て
短
い
語
り
か
ら
始
ま
る
。

②

ご
く
短
い
①
を
受
け
て
、「
わ
た
し
或
い
は
わ
た
く
し
と
称
す
る

筆
者
」
の
語
り
が
作
品
中
に
登
場
す
る
。
こ
の
「
筆
者
」
を

「
第
二
の
語
り
手
」
と
仮
称
し
た
の
で
あ
る
が
、
理
屈
上
は
こ

の
物
語
の
真
の
語
り
手
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
筆
者
」
か
ら
は
、

物
語
の
主
人
公
は
「
彼
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
明
示
文
も
ご
く
短
文
で
あ
る
。

③

主
人
公
の
「
ぼ
く
」
の
一
人
称
の
語
り
が
再
び
は
じ
ま
る
。
し

ば
ら
く
し
て
、

④

③
の
主
人
公
の
語
り
を
受
け
て
、「
筆
者
」
が
合
い
の
手
を
い
れ

る
。
こ
の
合
い
の
手
も
比
較
的
短
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
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「
筆
者
」
は
主
人
公
の
「
彼
、
す
な
わ
ち
「
ぼ
く
」
と
は
こ
れ

ま
で
の
長
い
付
き
合
い
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

重
要
な
こ
と
は
「
筆
者
」
は
主
人
公
の
「
彼＝

ぼ
く
」
が
海
岸

で
出
会
っ
た
女
性
、
明
日
子
に
強
く
惹
か
れ
た
し
ま
っ
た
こ
と

を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑤

④
の
「
筆
者
」
の
語
り
に
よ
る
中
断
の
の
ち
、
主
人
公
の
「
ぼ

く
」
の
語
り
が
再
び
は
じ
ま
る
。
こ
の
記
述
は
物
語
の
内
容
の

結
末
を
む
か
え
る
ま
で
続
く
。

⑥

結
末
を
迎
え
た
と
こ
ろ
で
、「
筆
者
」
の
比
較
的
長
い
語
り
が
挿

入
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
「
筆
者
」
は
、
主
人
公
に
議
論
を
仕
掛

け
る
。

⑦

「
筆
者
」
の
仕
掛
け
た
論
争
に
対
し
て
、
主
人
公
の
「
彼
」
は
、

当
然
と
思
わ
れ
る
回
答
で
切
り
返
す
。
す
な
わ
ち
、「
筆
者
」
の

方
が
議
論
に
な
ら
な
い
議
論
を
繰
り
出
し
た
の
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
そ
こ
で
、
物
語
の
す
べ
て
は
終
わ
り
と
な
る
。

さ
い
ご
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
筆
者
」
の
語
り
は
現
在

の
時
点
で
あ
る
。
そ
し
て
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
の
体
験
話
は
「
ぼ

く
」
が
二
十
一
才
の
時
の
経
験
で
あ
っ
て
、
文
脈
上
は
数
年
以
上
の

過
去
の
体
験
を
も
と
に
、
時
制
的
に
は
現
在
の
「
筆
者
」
に
話
し
て

い
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
主
人
公
の
過
去

の
出
来
事
に
対
し
て
筆
者
は
議
論
を
し
か
け
る
の
で
あ
る
が
、
主
人

公
は
そ
も
そ
も
「
筆
者
す
な
わ
ち
作
者
の
織
田
」
の
前
提
条
件
に
よ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
物
語
に
仕
上
が
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
筆

者
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
っ
た
筋
立
て
の
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
す
ベ
て
「
わ
た
（
く
）
し
と
称
す
る
語
り
手
」

で
あ
る
筆
者
の
責
任
で
あ
る
と
言
う
風
に
切
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
（
く
）
し
と
称
す
る
語
り
手
」
で
あ
る
筆
者
が
物
語
の
登

場
人
物
に
対
す
る
筆
者
の
不
手
際
を
棚
に
上
げ
て
、
筆
者
が
テ
キ
ス

ト
の
内
容
に
抱
く
不
満
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
は
と

も
か
く
と
し
て
、
原
作
者
の
織
田
が
執
筆
し
た
当
時
と
し
て
は
前
代

未
聞
で
あ
っ
た
ろ
う
。

５

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」

本
作
品
を
右
記
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
語
り
手
が
め
ま
ぐ

る
し
く
変
動
し
て
、
物
語
が
編
み
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
ま
け
に
最
後
に
は
「
わ
た
く
し
と
称
す
る
筆

者
」
と
「
ぼ
く
」
と
称
す
る
「
一
人
称
の
語
り
手
」
を
担
当
し
た
主

人
公
の
間
で
、
語
り
手
同
士
の
論
戦
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
本
物
語

の
見
ど
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
大
い
に
理
論
武
装
を

施
し
て
い
た
た
は
ず
の
「
わ
た

く
）し
と
称
す
る
筆
者
」
が
手
も
な

く
主
人
公
の
「
彼＝

ぼ
く
」
の
一
言
で
捻
じ
伏
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
原
作
者
の
織
田
に
よ
る
大
い
な
る
諧
謔
と

策
謀
と
が
感
じ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
本
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
は
織

田
の
大
き
な
不
満
と
蹉
跌
を
感
じ
取
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
メ
タ
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
そ
れ
が
作
り
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
図

的
に
、
し
ば
し
ば
自
己
言
及
的
に
読
者
に
気
付
か
せ
る
こ
と
で
、
虚

構
と
現
実
の
関
係
に
つ
い
て
問
題
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
原
作
者
の
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
出
来
栄
え
が
良
い
か
悪
い
か
を
読

者
に
問
う
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
原
作
者
（
あ
る
い
は
そ
の
代
理

人
）
が
テ
キ
ス
ト
中
に
出
没
し
、
登
場
人
物
と
議
論
を
戦
わ
す
な
ど

の
小
説
を
書
く
手
技
と
し
て
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
一
般
的
に
敷

衍
化
し
て
い
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
手
法
で
あ
る
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
当
時
と
し
て
は
、
や
は
り
か
な
り
突
出
し
た
手
法
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

か
か
る
昭
和
の
初
期
に
お
け
る
織
田
の
処
女
作
と
も
い
う
べ
き
第

一
作
目
の
小
説
作
品
の
中
で
、
す
で
に
語
り
手
の
入
れ
子
状
態
で
の

物
語
世
界
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
と
入
れ
子
状
態
の
語
り
手
同
士
の

論
戦
を
挿
入
し
た
こ
と
に
、
織
田
の
卓
越
し
た
創
作
能
力
を
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
読
者
と
し
て
の
論
者
（＝

北
野
）
に
と
っ
て
は
、

驚
き
を
禁
じ
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
全
体
と
し
て
、
ほ
ぼ
回
想
談
話
か
ら
な
っ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
先
述
し
た
冒
頭
の
文
章
で
、
旧
制
高
等
学
校
の
一
生

徒
が
肺
疾
の
療
養
で
滞
在
し
て
い
た
温
泉
地
で
の
出
来
事
を
、
事
件

の
数
年
後
に
内
的
独
白
の
形
式
で
語
る
技
法
を
と
る
こ
と
を
提
示
し

て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
虚
構
内
虚
構
の
骨
格
を
有
し
て
、
そ
の
中

に
さ
ら
に
、
明
日
子
が
主
人
公
に
宛
て
た
、
自
分
と
別
れ
た
後
に
開

封
し
て
読
む
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
て
い
る
書
簡
文
を
挿
入
す
る
な
ど

を
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
虚
構
内
虚
構
内
虚
構
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
だ
け
を
取
っ
て
見
て
も
、
本
作
品
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

の
条
件
を
備
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

織
田
の
戦
時
中
の
作
品
「
清
楚６

）
」
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

の
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
論
者
（
北
野
）
に
よ
っ
て

報
告
さ
れ
た
が
、
織
田
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
志
向
は
戦
時
中

に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
処
女
作
で
あ
る
「
ひ
と
り
す
ま

ふ
」
を
執
筆
し
て
い
た
時
か
ら
、
す
で
に
は
じ
め
か
ら
彼
の
身
に
備

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
が
そ
の
頃
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
「
赤
と
黒
」
の
主
人
公
の
ジ
ュ
リ

ア
ン
・
ソ
レ
ル
で
あ
る
と
自
称
し
て
い
た
こ
と
は
大
谷
や
青
山
、
さ

ら
に
は
西
川
も
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

『
赤
と
黒
』
の
内
容
に
つ
い
て
を
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い

が
、
貧
し
い
地
方
の
製
材
業
の
末
の
息
子
で
あ
る
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ

レ
ル
は
才
気
と
美
貌
を
兼
ね
備
え
た
野
心
的
な
青
年
で
あ
る
。
は
じ

め
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
あ
こ
が
れ
て
軍
人
を
目
指
し
て
い
た
が
、
王
政

復
古
の
世
の
中
と
な
り
、
聖
職
者
と
し
て
出
世
を
夢
見
て
、
家
業
の

合
間
も
惜
し
ん
で
勉
強
に
精
を
出
し
て
い
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
そ
の

才
能
を
買
わ
れ
て
、
町
長
の
レ
ナ
ー
ル
家
の
家
庭
教
師
と
し
て
雇
わ

れ
る
。
そ
こ
で
レ
ナ
ー
ル
夫
人
と
わ
り
な
い
仲
と
な
る
、
町
中
の
噂

と
な
り
、
神
父
の
勧
め
に
よ
り
神
学
校
に
入
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
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し
、
校
長
の
ピ
ラ
ー
ル
神
父
に
よ
り
彼
は
神
職
者
に
は
向
い
て
い
な

い
と
判
断
さ
れ
る
も
、
類
ま
れ
な
る
才
を
買
わ
れ
、
パ
リ
の
大
貴
族

の
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
の
秘
書
に
推
薦
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
・
モ

ー
ル
家
の
気
位
が
高
く
気
性
の
激
し
い
令
嬢
マ
チ
ル
ド
に
見
下
さ
れ

た
態
度
を
示
さ
れ
た
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
マ
チ
ル
ド
を
征
服
し
よ
う
と
心

に
誓
う
。
マ
チ
ル
ド
も
ま
た
取
り
巻
き
た
ち
の
貴
族
た
ち
に
は
な
い

ジ
ュ
リ
ア
ン
の
情
熱
と
才
能
、
毅
然
た
る
態
度
に
惹
か
れ
る
よ
う
に

な
り
、
二
人
は
激
し
く
愛
し
合
う
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
マ
チ
ル
ド

は
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
子
を
宿
す
こ
と
と
な
り
、
侯
爵
は
や
む
な
く
ジ
ュ

リ
ア
ン
を
あ
る
貴
族
の
ご
落
胤
と
い
う
こ
と
に
し
に
、
陸
軍
騎
兵
中

尉
に
取
り
立
て
た
う
え
で
、
レ
ナ
ー
ル
夫
人
に
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
身
元

照
会
を
要
求
す
る
手
紙
を
送
る
。
し
か
し
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
の
不
倫

の
関
係
を
反
省
し
、
贖
罪
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
レ
ナ
ー
ル
夫
人
は
、

聴
罪
司
祭
に
言
わ
れ
る
ま
ま
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
は
良
家
の
妻

や
娘
を
誘
惑
し
て
は
出
世
の
踏
み
台
に
し
て
い
る
」
と
書
い
て
送
り

返
し
て
き
た
。
こ
れ
を
読
ん
だ
侯
爵
は
激
怒
し
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
マ

チ
ル
ド
の
結
婚
を
取
り
消
す
。
レ
ナ
ー
ル
夫
人
の
裏
切
り
と
も
思
え

る
行
い
に
怒
っ
た
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
故
郷
に
戻
り
、
夫
人
を
射
殺
し
よ

う
と
す
る
が
、
傷
を
負
わ
せ
た
だ
け
で
失
敗
し
、
捉
え
ら
れ
、
裁
判

で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る
。
マ
チ
ル
ド
は
ジ
ュ
リ
ア
ン
を
救
う
た
め
に

奔
走
す
る
が
、
レ
ナ
ー
ル
夫
人
の
手
紙
は
彼
女
の
本
心
か
ら
の
も
の

で
は
な
く
、
い
ま
だ
に
夫
人
が
彼
の
こ
と
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を
知

っ
た
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
運
命
と
し
て
死
刑
を
受
け
入
れ
る
。

貧
困
階
級
の
出
自
を
有
す
る
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
上
流
社
会
に
お
い
て

受
け
る
屈
辱
と
不
正
に
対
す
る
怒
り
と
反
撥
と
に
心
が
惹
か
れ
る
作

品
で
あ
る
。
織
田
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
へ
の
傾
倒
は
恐
ら
く
こ

う
し
た
読
み
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
西
川
も
述

べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
論
者
（
北
野
）
は
少
し
別
の
意
見
を
持
っ
て
い
る
。
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と
黒
』
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
作
者
の
意
を

体
し
た
第
二
の
語
り
手
が
、
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
物
語
の
中
に
出
没
し

て
、
読
者
に
直
接
話
し
か
け
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
第
一
部
の
第
一

章
に
、「
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
町
へ
は
い
っ
て
き
た
と
き
、
ド
ゥ
ー
川

の
岸
近
く
奇
妙
な
場
所
に
あ
る
の
で
、
き
っ
と
諸﹅
君﹅
の
眼
を
ひ
い
た

製
板
小
屋
｜
『
ソ
レ
ル
』
と
い
う
名
が
、
屋
根
の
上
に
の
っ
か
っ
た

看
板
に
で
か
い
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
諸﹅
君﹅
は
気
が
つ
か
れ
た
だ

ろ
う
ー
あ
の
製
板
小
屋
に
し
て
も
、
六
年
前
ま
で
は
、
今
レ
ナ
ー
ル

氏
の
庭
の
四
番
目
の
テ
ラ
ス
の
石
垣
が
築
か
れ
て
い
る
場
所
を
占
め

て
い
た
の
で
あ
る
。
…
」（
傍
点
は
論
者
（
北
野
）
に
よ
る
）
と
諸﹅

君﹅
と
言
い
つ
つ
読
者
に
直
接
呼
び
掛
け
て
い
る
。

ま
た
、
例
え
ば
第
一
部
の
第
二
章
で
は
、「
前
の
夜
あ
そ
ん
で
き

た
パ
リ
の
舞
踏
会
の
こ
と
を
思
い
う
か
べ
つ
つ
、
青
味
が
か
っ
た
美

し
い
灰
色
の
大
石
材
に
よ
り
か
か
っ
て
、
私﹅
は
幾
度
ド
ゥ
ー
の
谷
に

目
を
そ
そ
い
だ
こ
と
だ
ろ
う

…
」
で
あ
る
と
か
、「（
彼
は
極
右
党
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で
、
私﹅
は
自
由
主
義
者
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
私﹅
は
彼
に
賛

辞
を
呈
す
る
も
の
だ
）」、
ま
た
「
私﹅
の
考
え
で
は
、
こ
のC

o
u
rs

d
e
la
fid
elite

｜
こ
の
公
式
名
称
を
大
理
石
板
に
ほ
り
つ
け
た
と
こ

ろ
が
、
二
十
ヵ
所
た
ら
ず
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
お
か
げ
で
レ
ナ
ー
ル

氏
は
、
勲
章
を
ま
た
も
一
つ
も
う
け
た
の
だ
｜
に
つ
い
て
非
難
す
べ

き
点
は
、
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
。
私﹅
が
非
難
し
た
い
の
は
、
あ
の

勢
の
い
い
プ
ラ
タ
ヌ
ス
を
ぎ
り
ぎ
り
一
ば
い
刈
り
込
ま
せ
る
当
局
の

野
蛮
な
や
り
口
だ
。
…
」
の
よ
う
に
、
第
二
の
語
り
手
が
テ
キ
ス
ト

の
中
に
乱
入
し
て
「
私
」、「
私
」
と
連
呼
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ

た
り
の
文
章
は
ま
る
で
一
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
物
語
を
読
ん
で
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
作
品
は
実
は
、
三
人
称
の
局
外
の
語
り
手
の

文
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
物
語
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
恐

ら
く
作
者
の
意
を
戴
し
て
い
る
第
二
の
語
り
手
が
「
私
」
の
意
見
を

述
べ
て
は
、
読
者
に
自
分
の
意
見
を
押
し
付
け
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
語
句
や
こ
の
文
学

様
式
を
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
て
い
る
風
に
そ
の
当
時
に
認
識

し
て
い
た
は
ず
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い

う
手
法
が
古
来
か
ら
多
く
の
文
学
作
品
で
応
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
語
句
と
そ
の
様
式
は
、
一
九
七
五

年
に
パ
ト
リ
シ
ア
・
ウ
ォ
ー７

）
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
る
ま
で
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
一
世
紀
を
生
き
る
今
日
の
我
々
に
は
珍

し
く
も
な
い
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
手
法
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
作

品
で
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
実
は
織
田
は
眼
を
奪
わ
れ
た

の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
織
田
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
お
い
て
は
、
ス
タ
ン
ダ

ー
ル
の
『
赤
と
黒
』
に
比
較
す
れ
ば
、
も
う
少
し
手
が
込
ん
で
い
て
、

「
作
者
と
思
し
き
筆
者
」
と
称
す
る
第
三
者
の
局
外
に
居
る
は
ず
の

語
り
手
が
、
一
人
称
の
「
ぼ
く
」
と
称
す
る
主
人
公
の
語
り
手
の
語

り
で
進
行
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
中
に
闖
入
し
て
、
あ
れ
こ
れ
と
「
筆

者＝

わ
た
（
く
）
し
は
」
と
口
出
し
を
し
て
く
る
ま
で
は
同
じ
で
あ

る
が
、
最
後
に
は
こ
の
物
語
の
一
部
始
終
を
対
象
に
、
主
人
公
に
、

主
人
公
の
明
日
子
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
が
う
ま
く
な
い
と
言
い
つ

つ
、
主
人
公
に
論
戦
を
繰
り
広
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
主
人

公
の
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
物
語
内
容
に
ま
で
関
係
す
る
短
い
言
葉
で
あ

え
な
く
潰
え
去
る
の
で
あ
る
。

「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
の
中
で
、「
わ
た
（
く
）
し
と
称
す
る
筆
者
」

の
語
り
の
介
入
は
冒
頭
、
中
間
部
、
そ
し
て
最
終
部
に
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
も
し
「
筆
者
」
の
こ
れ
ら
の
語
り
の
す
べ
て
を
削
除
し
て

消
去
し
て
み
て
も
、
こ
の
物
語
の
テ
キ
ス
ト
は
主
人
公
の
純
粋
の
一

人
称
語
り
の
作
品
と
し
て
成
立
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
三
高
の
生
徒
の
純
粋
の
一
人
称
の
語
り
だ
け
で
こ
の
作
品

が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
一
編
の
身
辺
心
境

私
小
説
あ
る
い
は
造
形
美
術
的
文
学
で
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
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と
は
充
分
推
察
さ
れ
る
。
志
賀
直
哉
流
の
一
刀
三
拝
式
の
身
辺
心
境

私
小
説
や
造
形
美
術
的
文
学
を
も
っ
と
も
軽
蔑
し
嫌
っ
て
い
た
織
田８

）

が
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
作
者
を
装
う
語
り
手
が
テ
キ
ス
ト
中
に

顔
を
出
し
て
、
内
容
的
に
は
や
や
陳
腐
で
そ
れ
ほ
ど
の
ふ
く
ら
み
の

感
じ
ら
れ
な
い
こ
の
作
品
を
、
そ
れ
で
も
か
な
り
の
好
感
の
持
て
る

レ
ベ
ル
の
も
の
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
理
屈

の
上
で
は
真
の
語
り
手
で
も
あ
る
は
ず
の
「
筆
者
」
の
介
入
が
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

太
宰
治
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
大
い
に
評
価
し
た
中
村
三
春

が
そ
の
著
書
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
構９

）
』
で
、「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
は
「
佳
人
」
や
「
普
賢
」
な
ど
で
自
覚
的
・
理
論
的
に
こ
れ
を
実

践
し
た
石
川
淳
、「
フ
ァ
ル
ス
」
と
い
う
説
話
形
式
の
純
粋
化
に
よ

り
ア
ン
チ
・
ロ
マ
ン
の
道
を
開
い
た
坂
口
安
吾
、「
定
石
へ
の
挑
戦
」

と
「
可
能
性
の
文
学
」
を
説
い
た
織
田
作
之
助
ら
、
い
わ
ゆ
る
無
頼

派
の
様
式
の
最
前
線
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
文
芸
の
様

式
と
そ
の
芸
術
的
反
抗
の
実
態
も
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
は
じ
め

と
す
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
視
座
か
ら
再
定
位
し
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。」
と
述
べ
た
理
由
も
こ
れ
で
よ
く
頷
け
る
。

す
で
に
、
論
者
（
北
野
）
は
戦
時
中
の
織
田
作
之
助
の
「
清
楚
」

は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
高
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
加
え

て
、
本
論
で
述
べ
た
織
田
の
処
女
短
編
小
説
の
一
九
三
八
年
の
作
品

で
あ
る
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
も
充
分
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が

備
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。

「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
を
執
筆
し
発
表
し
た
頃
、
自
分
を
ジ
ュ
リ
ア

ン
・
ソ
レ
ル
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
織
田
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤

と
黒
』
か
ら
会
得
し
た
最
大
と
言
っ
て
よ
い
恵
与
物
の
ひ
と
つ
は
、

こ
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
文
体
様
式
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

６

改
め
て
織
田
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

と
こ
ろ
で
、
西
川
長
夫
は
彼
の
論
の
中
で
、
織
田
の
「
ひ
と
り
す

ま
ふ
」
か
ら
第
二
作
目
の
「
雨10

）
」
の
間
に
極
め
て
大
き
な
乖
離
が
あ

る
こ
と
に
注
目
し
て
、「
雨
」
の
執
筆
に
つ
い
て
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
雨
」
に
は
「
読

者
の
意
表
を
つ
く
表
現
、
省
略
の
多
い
ぶ
つ
切
り
の
文
体
、
い
わ
ゆ

る
描
写
的
な
記
述
を
苦
手
と
し
て
心
理
分
析
を
好
み
、
動
き
と
回
転

の
速
さ
を
重
ん
じ
た
こ
と
、
会
話
や
独
白
、
作
者
介
入
の
独
自
な
役

割
が
認
め
ら
れ
る
」
と
評
し
て
い
る
。

西
川
の
論
の
、
作
者
介
入
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
作
品
中
に
作

者
な
い
し
は
作
者
の
意
を
体
し
た
語
り
手
が
登
場
人
物
の
よ
う
に
登

場
し
て
な
ん
だ
か
だ
と
言
動
を
発
す
る
こ
と
で
あ
る
と
留
保
し
つ
つ
、

論
者
（
北
野
）
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

作
品
の
文
体
構
築
を
考
慮
す
れ
ば
、
西
川
の
論
は
明
ら
か
に
ま
ち
が

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
確
か
に
「
雨
」
の
執
筆
の
こ
ろ
に
、
ス
タ

ン
ダ
ー
ル
に
つ
い
て
の
発
言
が
彼
の
日
記
な
ど
で
は
多
く
な
る
の
は
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確
か
で
あ
る
が
、
実
際
は
織
田
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
傾
倒
し
て
い
た

の
は
、
も
っ
と
以
前
か
ら
で
あ
る
と
の
大
谷
の
論
も
こ
れ
を
裏
付
け

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
論
者
（
北
野
）
は
ジ
ュ
リ
ア
ン
ソ
レ
ル
で
あ
る
と
自

称
し
て
い
た
織
田
が
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
よ
り
か
な
り
以
前
か
ら
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
の
作
品
、
と
く
に
「
赤
と
黒
」
に
は
精
通
し
て
い
た
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
西
川
の
言
う
「
雨
」
に
つ
い
て
の
文
体
的
特

徴
は
、
本
稿
で
述
べ
た
分
析
に
よ
っ
て
、「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
お

い
て
も
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
か
ら

の
影
響
は
第
二
作
の
「
雨
」
よ
り
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
者
の
意
を
体
し
た
「
筆
者
」
と
称
す

る
語
り
手
を
、
こ
の
「
ぼ
く
」
の
一
人
称
小
説
の
中
に
別
の
一
人
称

の
わ
た
（
く
）
し
と
称
す
語
り
手
を
、
入
れ
子
状
態
で
介
入
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
単
調
な
モ
ノ
ト
ー
ン
な
身
辺
心
境
私
小
説
で
終
わ

る
は
ず
の
作
品
を
救
い
上
げ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
元
来

は
戯
曲
作
家
を
志
し
て
い
た
織
田
が
小
説
を
書
こ
う
と
考
え
た
の
も

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
も
と
も
と
は
劇
作
家
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
も
親
近
感
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
で
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

織
田
は
自
分
の
処
女
作
は
、
第
二
作
の
「
雨
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お

り
、「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
は

外
に
置
い
て
い
る
。
大
谷
は
織
田
が

一
九
三
八
年
三
月
に
新
築
地
劇
団
の
演
劇
『
綴
方
教
室
』
を
み
て
最

大
の
啓
示
を
受
け
、
そ
の
結
果
余
計
な
観
念
や
虚
飾
を
す
て
ベ
ー
ル

を
脱
い
で
、
織
田
の
故
郷
で
あ
る
大
阪
の
上
汐
町
の
河
童
路
地
に
住

む
人
々
を
描
こ
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果

「
雨
」
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
に
追
加
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
降
、

織
田
は
市
井
に
生
き
る
庶
民
の
群
像
を
描
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
ミ

ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン11

）
の
言
う
と
こ
ろ
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
文
学
あ
る
い

は
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
が
彼
の
文
学
的
な
ま
さ
に
路
線
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
織
田
が
「
雨
」
こ
そ
が
自
分
の
処
女
作

で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
意
味
も
頷
く
こ
と
が
で
き
る
。「
ひ
と
り

す
ま
ふ
」
の
よ
う
に
登
場
人
物
が
三
人
ば
か
り
の
作
品
が
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
文
学
と
は
言
い
に
く
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作

品
が
主
人
公
の
嫉
妬
、
敵
意
、
懐
疑
と
い
っ
た
愛
憎
に
か
か
わ
る
感

情
を
丹
念
に
描
い
た
私
小
説
で
あ
り
心
理
小
説
の
体
を
な
し
て
い
る

と
い
う
宮
城
の
論
に
は
一
定
の
説
得
力
の
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
お
い
て
、
最
後
の
二
人
の
語
り
手
に
よ
る

論
戦
を
読
ん
で
い
る
と
、
織
田
が
こ
の
小
説
の
仕
上
が
り
に
何
か
不

満
が
あ
る
よ
う
な
気
分
を
、
こ
の
論
戦
に
込
め
て
い
る
印
象
が
濃
厚

で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
ど
う
あ
が
い
た
と
こ
ろ
で
、
彼
の
軽
蔑
す

る
身
辺
心
境
私
小
説
で
あ
る
印
象
は
ぬ
ぐ
い
え
な
い
。
も
し
彼
が
最

初
か
ら
「
雨
」
の
よ
う
な
作
品
を
書
き
た
い
と
希
望
し
て
い
た
の
で
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あ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
彼
に
と
っ
て
は
習
作
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
式
の
書
法
を
学
ぶ
場
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
希
望
は
か
な
り
十
分
に
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
る
。

に
も
拘
ら
ず
、
本
作
品
が
「
雨
」
式
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
文
学
と
は
な

っ
て
い
な
い
こ
と
に
、
や
は
り
相
当
の
不
満
を
残
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
原
作
者
の
織
田
の
不
満
も
、
最
終
局
面
の
語
り
手
同
士

の
論
戦
の
伏
線
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。

戦
後
、
文
学
界
を
震
撼
さ
せ
そ
の
後
長
く
影
響
を
与
え
た
織
田
の

論
で
あ
る
「
可
能
性
の
文
學
」
に
お
い
て
、「
私
は
…
、
ス
タ
ン
ダ

ー
ル
を
読
ん
で
、
は
じ
め
て
小
説
の
魅
力
に

か
れ
た
。
し
か
し

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
文
學
は
結
局
こ
し
ら
え
も
の
で

あ
り
、
心
境
小
説
と
し
て
の
日
本
の
私
小
説
こ
そ
純
粋
小
説
で
あ
り
、

詩
と
共
に
本
格
小
説
の
上
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
ふ
定
説
が

權
威
を
持
つ
て
ゐ
る
文
壇
の
偏
見
は
私
を
毒
し
、
そ
れ
に
、
翻
譯
の

文
章
を
讀
ん
だ
だ
け
で
は
日
本
文
に
よ
る
小
説
の
書
き
方
が
判
ら
ぬ

か
ら
、
當
時
絶
讃
を
博
し
て
ゐ
た
身
邊
小
説
、
心
境
小
説
、
私
小
説

の
類
を
讀
ん
で
、
か
う
い
ふ
小
説
、
か
う
い
ふ
文
章
、
か
う
い
ふ
態

度
が
最
高
の
も
の
か
と
い
ふ
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
強
制
さ
れ
た
こ
と
が
、

私
を
ジ
レ
ン
マ
に
陥
れ
た
の
だ
。
…
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
文
章

は
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
太
平
洋
戦

争
以
前
の
記
憶
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
を

彼
の
満
足
な
心
的
状
況
の
も
と
で
書
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
よ

く
わ
か
る
。「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
は
こ
の
よ
う
な
世
間
の
常
識
に
引

き
ず
ら
れ
た
形
で
書
い
た
私
小
説
で
あ
る
と
、
執
筆
時
に
も
織
田
自

身
が
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

織
田
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
傾
倒
し
て
い
た
時
期
は
、
ひ
と
り
彼
の

デ
ビ
ュ
ー
作
品
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
の
執
筆
中
だ
け
で
終
わ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
当
然
、
そ
の
後
も
陰
に
陽
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
織

田
の
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
た
こ
と
は
、
織
田
の
多
く
の

論
か
ら
も
見
て
と
れ
よ
う
。
そ
れ
で
は
織
田
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
傾

倒
し
て
理
由
は
何
か
。
最
重
要
な
事
象
は
織
田
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を

繙
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
創
作
意
欲
が
掻
き
立
て
ら

れ
た
状
況
で
あ
り
、
そ
の
状
況
が
そ
の
後
も
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、

織
田
の
生
涯
に
わ
た
り
持
続
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
と
説

明
で
き
る
だ
ろ
う
。
掻
き
立
て
ら
れ
た
織
田
の
意
欲
に
つ
い
て
は
、

西
川
の
論
を
再
掲
す
る
が
、「
読
者
の
意
表
を
つ
く
表
現
、
省
略
の

多
い
ぶ
つ
切
り
の
文
体
、
い
わ
ゆ
る
描
写
的
な
記
述
を
苦
手
と
し
て

心
理
分
析
を
好
み
、
動
き
と
回
転
の
速
さ
を
重
ん
じ
た
こ
と
、
会
話

や
独
白
、
作
者
介
入
の
独
自
な
役
割
が
認
め
ら
れ
る
」
と
の
論
は
織

田
の
第
二
作
め
の
「
雨
」
に
対
す
る
西
川
の
評
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

西
川
が
挙
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
要
素
は
第
一
作
め
の
「
ひ
と
り
す
ま

ふ
」
に
も
十
分
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
西
川
の
論
は
織
田
の
作
品
に
つ
い
て
の
評
で
あ
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る
が
、
実
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
こ
そ
、
そ
れ
ら
が
十
分
備
わ
っ
て
い

る
で
あ
る
。

西
川
の
論
に
追
加
が
許
さ
れ
る
な
ら
、「
可
能
性
の
文
學
」
な
ど

を
読
ん
で
も
ら
え
ば
わ
か
る
が
、
織
田
の
小
説
や
評
論
は
極
め
て
攻

撃
的
な
文
章
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
あ
ま
り
妥
協
が
見

ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
の
作
風
に
も
あ
る
程

度
見
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
作
品
、
と
く

に
「
赤
と
黒
」
の
主
人
公
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
に
備
わ
っ
た
性

格
と
し
て
描
か
れ
た
人
物
像
は
攻
撃
的
、
積
極
的
で
あ
る
こ
と
が
最

大
の
特
徴
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
る
い
は
一
見
人
間
性
に

と
っ
て
あ
る
い
は
否
定
的
と
も
取
れ
そ
う
な
織
田
の
小
説
作
法
の
特

徴
こ
そ
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
か
ら
得
た
最
大
の
贈
物
で
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

そ
れ
故
に
、「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
の
最
終
局
面
に
お
い
て
、
織
田

が
わ
ざ
わ
ざ
（
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
が
）
挿
入
し
た
筆
者
と

主
人
公
と
の
論
争
に
、
そ
れ
が
よ
く
見
て
と
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
織
田
自
身
が
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
も
、
こ
の
作
品
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
で
文
学
的
に
も

大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
作
品
、
と
く
に

『
赤
と
黒
』
で
認
め
ら
れ
る
華
麗
な
舞
台
転
換
が
、
織
田
の
本
作
品

に
も
か
な
り
ス
ム
ー
ス
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
元
来
、
二
人
は
脚
本
家
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
経
歴

に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
織
田
の
文
章
が
長
文
で
な
り
た
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
人
が
対
話
的
内
的
独
白
の
手
法
を
好
ん
で

用
い
た
こ
と
で
説
明
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
も
二
人
の
共

通
す
る
経
歴
も
無
縁
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
は
余
談
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
た

い
こ
と
は
、
彼
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
の
冒
頭
の
海
岸
の
シ
ー
ン
は
、

読
者
に
梶
井
基
次
郎
の
「
Ｋ
の
昇
天12

）
」
を
思
い
出
さ
せ
る
に
か
な
り

十
分
な
シ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
に
も
原
作
者
と
し
て
の
不
満
が
残
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
梶
井
基
次
郎
に
つ
い
て
も
、
本
論

で
も
っ
と
詳
し
く
述
べ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
誌
面
の
都
合
上
、
割

愛
し
た
。
注

12
）を
読
ん
で
ほ
し
い
。

「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
と
「
雨
」
と
の
作
風
の
違
い
に
つ
い
て
、
西

川
長
夫
は
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と
黒
』
の
発
見
で
あ
り
、
こ
れ

が
「
雨
」
の
誕
生
に
結
び
付
く
」
と
評
し
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
底
辺

に
生
き
る
人
々
の
生
活
と
意
識
と
そ
の
風
俗
に
織
田
の
視
点
を
向
け

さ
せ
た
と
い
う
西
川
の
意
見
に
は
論
者
（
北
野
）
は
賛
成
す
る
と
し

て
も
、
織
田
が
井
原
西
鶴13

）
の
作
品
に
お
お
い
に
啓
発
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
有
名
で
あ
り
、「
雨
」
以
降
の
織
田
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
西

鶴
の
影
響
を
も
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
忘
れ
て
は
い
け
な
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い
の
は
先
述
の
バ
フ
チ
ン
の
論
に
関
連
し
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

の
影
響
に
つ
い
て
も
も
っ
と
詳
し
く
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
。

７

結
語
に
代
え
て

織
田
作
之
助
の
小
説
第
一
作
目
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
つ
い
て
、

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
の
関
連
で
以
下
の
よ
う
に
論
及
し
た
。

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
で
あ
る
と
自
称
し
て
い
た
織
田
は
一
九
四

三
年
の
論
「
わ
が
文
學
修
行
」
の
中
で
、「
大
學
へ
行
か
ず
本
郷
で

う
ろ
う
ろ
し
て
ゐ
た
二
十
六
の
時
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
「
赤
と
黑
」

を
讀
み
、
い
き
な
り
小
説
を
書
き
だ
し
た
」
と
か
、
同
年
の
別
の
論

「「
赤
と
黑
」
｜
わ
が
名
作
鑑
賞
」
に
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
名
作
に

つ
い
て
書
く
こ
と
を
、
こ
れ
以
上
の
幸
福
が
ま
た
と
あ
ら
う
か
」
と

述
べ
た
。
さ
ら
に
戦
後
の
一
九
四
六
年
の
論
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
ソ
レ

ル
」
で
「
私
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
戀
人
の
や
う
に
讀
む
」「
ジ
ュ
リ

ア
ン
と
い
ふ
人
物
は
、
青
春
期
の
わ
た
し
に
と
つ
て
は
新
し
い
戦
慄

で
あ
つ
た
。「
赤
と
黑
」
は
私
に
小
説
と
い
ふ
も
の
を
教
へ
た
」
な

ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
特

に
『
赤
と
黑
』
は
織
田
に
と
っ
て
は
生
涯
の
師
で
あ
る
と
も
言
え
る

ほ
ど
の
多
大
の
影
響
を
織
田
に
与
え
た
。
大
谷
が
作
成
し
た
年
譜
に

よ
れ
ば
、『
赤
と
黑
』
を
織
田
が
読
ん
で
、
自
ら
を
ジ
ュ
リ
ア
ン
・

ソ
レ
ル
で
あ
る
と
称
し
て
い
た
の
が
一
九
三
八
年
二
月
の
こ
ろ
で
あ

る
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
を
勘
案
し
て
も
、「
ひ
と
り
す

ま
ふ
」
こ
そ
が
、
織
田
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
い
き
な
り
書
き
始
め
た

小
説
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
不
自
然
で
は
な
い
。

こ
の
作
品
に
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と
黒
』
に
お
け
る
ジ
ュ

リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
や
マ
チ
ル
ダ
を
直
接
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
登
場
人

物
こ
そ
登
場
し
て
は
い
な
い
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
的
手
法
か
ら
の
影
響
が
ま
さ
に
強
烈
に
発
現
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
現
今
の
文
芸
作
品
で
は
珍
し
く
も
な
い
作
品
内
へ
の
作
者

の
介
入
と
い
う
手
法
で
あ
る
が
、
織
田
の
執
筆
時
期
を
考
慮
し
て
も

か
か
る
大
胆
な
手
法
を
試
み
た
こ
と
は
特
記
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
か
ら
の
影
響
は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
様
式

以
外
に
も
、
細
か
い
部
分
で
い
ろ
い
ろ
と
多
方
面
で
み
ら
れ
る
に
違

い
な
い
。
し
か
し
、
今
回
は
織
田
の
小
説
に
み
ら
れ
る
こ
の
メ
タ
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
執
筆
当
時
と
し
て
は
か
な
り
特
異
な
文
体
の
起

源
を
探
る
意
味
か
ら
、
と
く
に
本
作
品
に
お
け
る
二
人
の
一﹅
人﹅
称﹅
で﹅

語﹅
る﹅
語﹅
り﹅
手﹅
の﹅
語﹅
り﹅
が
入
れ
子
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

て
言
及
し
た
。

こ
の
手
法
は
実
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と
黒
』
に
高
頻
度
に
使

用
さ
れ
て
い
る
手
法
を
超
え
た
織
田
の
発
見
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

そ
し
て
も
し
、
織
田
が
こ
れ
を
発
見
し
得
な
か
っ
た
ら
、
本
作
品
は

単
に
モ
ノ
ト
ー
ン
な
身
辺
心
境
私
小
説
で
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
新
規
と
も
い
う
べ
き
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
織
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田
が
称
す
る
単
な
る
モ
ノ
ト
ー
ン
な
身
辺
心
境
私
小
説
や
造
形
的
美

術
小
説
の
域
を
脱
し
、
作
品
の
幅
と
厚
み
が
増
し
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

加
え
て
、
本
作
品
は
「
虚
構
内
虚
構
」
の
構
造
が
最
初
か
ら
最
後

ま
で
貫
か
れ
て
い
る
が
、
途
中
に
は
「
虚
構
内
虚
構
内
虚
構
」
の
構

造
も
応
用
さ
れ
て
お
り
、
戦
時
中
に
書
か
れ
た
『
清
楚
』
と
同
様
の

手
法
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作

品
が
虚
構
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
原
作
者
織
田
の
主
張
を
強
烈

に
表
明
し
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
条
件
が
織
田
の
第
一
作

目
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
の
作
品
で
も
完
備
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。

織
田
が
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
を
彼
の
小
説
作
品
の
な
か
で
第
一
作

目
の
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
織
田
自
身
と
し
て
は
「
雨
」

こ
そ
が
処
女
作
品
で
あ
る
と
し
て
、「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
は
彼
の
一

連
の
作
品
の

外
に
置
い
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
作
品
は

本
来
的
に
は
モ
ノ
ト
ー
ン
な
内
的
独
白
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
心
理

的
な
私
小
説
で
あ
る
と
も
言
え
そ
う
な
作
品
で
あ
る
が
、
彼
の
真
骨

頂
で
あ
り
主
流
の
文
学
的
路
線
は
「
雨
」
や
「
夫
婦
善
哉
」
な
ど
を

含
む
「
都
会
の
底
辺
に
生
き
る
中
低
所
得
層
の
人
々
の
生
活
と
意
識

を
、
そ
の
風
俗
と
も
に
描
き
出
す
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
ひ
お
り
す
ま
ふ
」
を
一
応

外
に
お
い
て
、「
雨
」
こ
そ
が
彼
の

処
女
作
品
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
図
ら
ず
も
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
は
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
文
学
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
作

品
と
し
て
、
見
事
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ

わ
れ
は
改
め
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

【
完
】

注１
）

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
『
赤
と
黒
』（S

ten
d
a
h
l
‘L
e
R
ou
ge
et
le
N
oir’,

1830

）、
訳
本
は
桑
原
武
夫
・
生
島
遼
一
訳
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
作
『
赤
と

黒
（
上
巻
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
三
三
年
六
月
、
お
よ
び
『
同
（
下

巻
）』
一
九
三
四
年
四
月
）
に
よ
る
）。

２
）

大
谷
晃
一
『
織
田
作
之
助
｜
生
き
愛
し
書
い
た
。』
沖
積
舎
（
二
〇

一
三
年
八
月
）（『
生
き
愛
し
書
い
た
｜
織
田
作
之
助
伝
』
一
九
七
三
年

初
版
の
改
版
で
あ
る
）。
織
田
が
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
で
あ
る
と
自

称
し
て
い
た
様
子
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
織
田
が
第
三
高
等

学
校
の
生
徒
だ
っ
た
こ
ろ
宮
田
一
枝
と
知
り
合
い
、
同
棲
生
活
を
経
て
、

の
ち
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
、
一
枝
に
か
か
わ
る
織
田
の
嫉
妬
心
に

つ
い
て
は
多
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
も
、「
嫉
妬
」

が
彼
の
作
品
の
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。

３
）

青
山
光
二
に
よ
る
『
織
田
作
之
助
全
集
Ⅰ
』
講
談
社
（
一
九
七
〇

年
）
の
「
作
品
解
題
」
で
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
に
お
い
て
、
織
田
の
嫉

妬
心
を
基
調
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
横
光
利
一
か
ら
影
響
さ
れ
た
心
理
主

義
的
文
体
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
青
山
も
、
織
田
が

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
を
、
事
あ
る
ご
と
に
述
べ
て
い

る
。
青
山
も
三
高
時
代
に
留
年
を
繰
返
し
て
い
た
織
田
と
机
を
並
べ
た

こ
と
が
あ
る
。
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４
）

宮
城
達
也
「
織
田
作
之
助
の
初
期
作
品
の
研
究
｜
単
行
本
『
夫
婦
善

哉
』
ま
で
の
作
風
の
変
容
を
中
心
に
｜
（
平
成
五
年
度
兵
庫
教
育
大
学

大
学
院
学
位
論
文＝

ネ
ッ
ト
公
開
（h

ttp
: //
h
d
l.h
a
n
d
le
.n
e
t /

10132/2792

））。

５
）

西
川
長
夫
「
織
田
作
之
助
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
（
上
）」『
立
命

文

學
』

490
〜
492
号
、
一
九
八
六
年
六
月
。
西
川
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
関

連
し
て
、「
雨
」
に
つ
い
て
の
評
価
が
ひ
ど
く
高
い
。
し
か
し
「
ひ
と

り
す
ま
ふ
」
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。

６
）

北
野
元
生
「

時
中
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
｜
織
田
作
之
助
の
『
淸

楚
』
を
め
ぐ
っ
て
｜
」『
京
都
語
文
』
二
十
五
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
。

本
論
は
中
村
三
春
の
論

注
９
）に
啓
蒙
さ
れ
、
織
田
の
作
品
を
検
討
し

た
。
そ
の
結
果
、
戦
時
中
か
ら
戦
後
の
織
田
の
作
品
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
性
は
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
同
様
の
事
は
、
北
野
の
分
析
に

よ
る
戦
時
中
の
作
品
『
異
郷
』
で
も
見
出
さ
れ
て
い
る
。（
未
発
表
）

７
）

パ
ト
リ
シ
ア
・
ウ
オ
ー
『
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』（P

a
tricia

W
a
u
g
h
‘M
ech

an
ism

:
T
h
e
T
h
eory

an
d
P
ractice

of
S
elf

C
on
ciou

s
F
icti on

’
(L
o
n
d
o
n
:
M
eth

u
e n
,
1975

）.
結
城
英
雄
訳

『
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
｜
自
意
識
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
理
論
と
実
践
』

泰
流
社
、
一
九
八
四
年
に
よ
る
）。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
テ
キ

ス
ト
内
で
の
自
己
照
射
あ
る
い
は
自
己
言
及
性
の
発
信
、
お
よ
び
物
語

内
物
語
（
虚
構
内
虚
構
）
の
構
築
な
ど
の
作
法
を
開
示
す
る
こ
と
に
あ

る
。

８
）

織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
學
」『
改
造
』
一
九
四
六
年
十
二
月
号
。

織
田
は
本
論
の
中
で
、
自
分
の
文
章
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
誰
も
分
っ

て
は
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
自
嘲
を
こ
め
つ
つ
も
、
あ
る
種
自
慢
気
に

述
べ
て
い
る
。
恐
ら
く
彼
は
彼
自
身
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
つ
い

て
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
、
生
前
殆
ん
ど
全
く
な
か
っ
た
こ
と
に
不
満

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
織
田
が
自
身
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に

傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
、「
可
能
性
の
文
學
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、

ほ
か
に
、「
わ
が
文
學
修
行
」（『
現
代
文
學
』
六
巻
四
号
、
一
九
四
三

年
四
月
、
大

堂
）、「「
赤
と
黑
」
｜
わ
が
名
作
鑑
賞
」（『
現
代
文
學
』

六
巻
十
一
号
、
一
九
四
三
年
十
二
月
）、「
ジ
ュ
リ
ア
ン
ソ
レ
ル
」（『
世

界
文
學
』
十
月
号
、
一
九
四
六
年
十
月
）
な
ど
に
も
詳
し
く
触
れ
て
い

る
。

９
）

中
村
三
春
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
構
』
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
四
年

五
月
。
本
書
で
は
、
太
宰
治
の
諸
作
品
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
紹

介
し
つ
つ
、
織
田
作
之
助
な
ど
所
謂
無
頼
派
作
家
ら
の
作
品
に
も
言
及

し
て
い
る
。

10
）

織
田
作
之
助
「
雨
」『
海
風
』
第
五
号
、
一
九
三
八
年
十
月
號
。
本

作
品
は
発
表
時
、
武
田
麟
太
郎
の
注
目
を
受
け
る
。
本
作
品
こ
そ
が
彼

の
第
一
作
で
あ
る
と
、
自
称
す
る
の
で
あ
る
が
、
発
表
順
か
ら
言
え
ば
、

実
は
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
が
彼
の
第
一
作
で
あ
る
。

11
）

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
」（M

.M
.

:

望
月
哲

男
・
鈴
木
淳
一
訳
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
』、
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
一
九
九
五
年
三
月
）。
織
田
が
三
高
の
学
生
時
代
か
ら
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
の
作
品
を
濫
読
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
織

田
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
か
ら
得
た
影
響
の
強
さ
に
つ
い
て
は
、
バ
フ

チ
ン
に
よ
る
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
作
品
の
解
析
法
」
を
応
用
す
る
こ

と
で
一
定
の
回
答
は
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

12
）

梶
井
基
次
郎
「
Ｋ
の
昇
天
｜
あ
る
い
は
Ｋ
の
溺
死
」『
青
空
』
通
巻

二
十
号
一
九
二
六
年
十
月
初
出
、『
檸
檬
』（
創
作
集
）
武
蔵
野
書
院
、

一
九
三
一
年
所
収
。（『
檸
檬
』
角
川
文
庫
、
一
九
六
一
年
十
二
月
よ

り
）。
織
田
の
「
ひ
と
り
す
ま
ふ
」
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
当
る
、
海
岸
で
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明
日
子
に
出
合
う
シ
ー
ン
は
梶
井
の
「
Ｋ
の
昇
天
」
で
の
冒
頭
の
シ
ー

ン
が
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
か
な
り
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
し

た
人
は
こ
れ
ま
で
い
な
い
よ
う
で
は
あ
り
、
論
者
（
北
野
）
の
一
人
合

点
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、『
海
風
』
四
号
の
巻
末
に
織
田
の
紹
介
で

『
海
風
』
に
参
加
し
て
い
た
中
谷
榮
一
の
論
「
故
中
塚
光
雄
の
こ
と
ど

も
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
大
阪
の
地
に
立
派
な
仕
事

す
る
ひ
と
（
梶
井
基
次
郎
の
こ
と
﹇
北
野
注
﹈）
の
ゐ
る
こ
と
に
、
そ

の
頃
堪
ら
な
く
う
れ
し
か
つ
た
。
大
阪
の
文
化
と
い
ふ
も
の
を
立
派
に

し
た
い
と
靑
年
ら
し
く
議
論
し
た
。
…
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
当
然
、

『
海
風
』
の
同
人
の
間
で
三
高
か
ら
東
大
へ
進
学
し
た
作
家
梶
井
の
こ

と
は
大
い
に
話
題
に
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
織
田
自
身
も
注

８
）

で
記
述
し
た
彼
の
論
、「
わ
が
文
學
修
業
」
の
中
の
冒
頭
で
梶
井
基
次

郎
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

13
）

織
田
作
之
助
『
西
鶴
新
論
』
修
文
館
、
一
九
四
二
年
七
月
。
織
田
が

西
鶴
に
習
熟
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
現
今

で
は
す
で
に
著
名
な
彼
の
著
書
『
西
鶴
新
論
』
の
書
名
を
を
あ
げ
て
お

く
に
と
ど
め
た
い
。

235 織田作之助におけるメタフィクションの原点


