
罅
割
れ
た
作
者

―
花
田
清
輝
「
冠
者
伝
」
の
思
想

―

加　
　

藤　
　

大　
　

生

　

花
田
清
輝
「
冠
者
伝
」（『
展
望
』
昭
40
・
12
）
は
、
花
田
に
よ
る
小
説
集

『
小
説
平
家
』（
昭
42
・
５

・
10
、
講
談
社
）
に
所
収
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
物

語
で
は
、『
平
家
物
語
』
の
作
者
を
探
る
と
い
う
試
み
の
も
と
、「
海
野
幸
長
」

と
い
う
人
物
を
め
ぐ
る
考
証
的
推
理
の
体
裁
で
叙
述
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　

本
作
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
江
藤
淳
は
「
作
者
と
主
人
公
と
の
あ
い
だ
の
距

離
の
な
さ
」
を
問
題
に
し①
、
日
沼
倫
太
郎
は
「
海
野
幸
長
と
い
う
歴
史
上
の
人

物
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
カ
ナ
メ
と
な
る
も
の
を
花
田
が
も
っ
て

い
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る②
。
だ
が
、
む
し
ろ
「
幸
長
」
の
「
イ
メ
ー

ジ
」
を
脱
中
心
化
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
本
作
の
試
み
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
柾
木
恭
介
は
『
小
説
平
家
』
を
論
じ
て
、
そ
こ
で
は
「
暴
力
と
非
暴
力

と
の
対
立
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
思
想
的
課
題
」
が
一
貫
し
て
追
求
さ

れ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る③
。
花
田
の
評
論
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
『
小
説
平

家
』
を
読
み
解
く
柾
木
の
議
論
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
と
り
わ
け

『
平
家
物
語
』
が
題
材
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
の
意
味
は
何
な
の
か
、
加
え
て

問
う
必
要
が
あ
る
。

　
「
冠
者
伝
」
の
作
者
考
に
つ
い
て
、
石
原
一
彦
は
、
本
作
が
『
平
家
物
語
』

の
作
者
を
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
名
を
変
え
る
「
一
人
の
人
間
」
と
し
て
設
定
し
た
こ

と
自
体
」
が
、「
近
代
の
作
者
＝
作
品
の
関
係
性
」
に
対
す
る
「
強
烈
な
ア
ン

チ
・
テ
ー
ゼ
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る④
。
石
原
は
本
作
が
、『
平
家
物
語
』

の
作
者
を
一
種
の
「
集
合
名
詞
」
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
。「
冠

者
伝
」
の
作
者
考
は
、「
口
承
文
芸
」
的
な
語
り
の
場
か
ら
発
生
す
る
文
学
と

し
て
『
平
家
物
語
』
を
措
定
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
近
代
に
特
有
の
個
人
主
義

的
な
小
説
観
に
対
す
る
「
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
」
の
衝
迫
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
、

と
石
原
は
い
う
。
確
か
に
花
田
は
そ
う
し
た
小
説
観
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
う
え
で
な
お
も
重
要
な
の
は
、「
冠
者
伝
」
の
作
者
考
が
む
し
ろ

一
人
の
作
者
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本

罅
割
れ
た
作
者
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作
は
『
平
家
物
語
』
の
発
生
を
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
語
り
の
場
に
性
急
に
解

消
し
た
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
「
一
人
の
人
間
」
に
こ
だ
わ
る
そ
の
身
振
り
に

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
の
も
と
、
本
稿
で
は
、『
平
家
物
語
』
を
め
ぐ
る
言
説
空

間
の
な
か
に
「
冠
者
伝
」
を
置
く
こ
と
で
、
本
作
で
展
開
さ
れ
る
作
者
考
の
批

評
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

一
、『
平
家
物
語
』
の
作
者
を
問
う

　
『
平
家
物
語
』
の
作
者
は
誰
か
。
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
も
謎
の
ま
ま
残

さ
れ
て
い
る
こ
の
問
い
に
対
し
て
、「
冠
者
伝
」
は
あ
え
て
明
瞭
な
解
答
を
出

し
て
い
る
。
本
作
が
提
示
す
る
『
平
家
物
語
』
作
者
考
の
内
実
を
、
ま
ず
は
整

理
し
て
お
き
た
い
。

　

本
作
は
冒
頭
、「
海
野
小
太
郎
幸
長
」
な
る
人
物
の
「
伝
記
」
を
書
く
、
と

い
う
宣
言
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
語
り
手
は
、
こ
の
人
物
が
「
幸
長
」
で
あ
っ
て

「
行
長
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
そ
れ
は
、「
ひ
と
り
の
半
可
通
」
が

「
幸
長
」
を
「
行
長
」
と
書
き
誤
っ
た
た
め
に
、「
ま
ぎ
れ
も
な
い
傑
作
で
あ
る

波
瀾
万
丈
の
物
語
が
、
作
者
不
明
の
ま
ま
、
後
世
に
の
こ
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
」
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。「
ひ
と
り
の
半
可
通
」
と
は
卜
部
兼
好

の
こ
と
で
あ
り
、「
波
瀾
万
丈
の
物
語
」
が
す
な
わ
ち
『
平
家
物
語
』
を
指
し

て
い
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、『
平
家
物
語
』
の
作
者
説
の
な
か
で
、
最
も
有
力

な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
、『
徒
然
草
』
二
二
六
段
の
記
述

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
信
濃
前
司
行
長
」
が
、
後
鳥
羽
院
の
前
で
学
問
上
の
恥

を
か
い
た
た
め
、
世
を
儚
ん
で
出
家
し
、
慈
円
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
そ
こ
で

『
平
家
物
語
』
を
書
い
た
、
と
い
う
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
こ
れ

を
引
用
し
な
が
ら
、
兼
好
は
そ
こ
で
作
者
の
名
前
を
書
き
誤
っ
て
い
る
、
と
主

張
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
信
濃
前
司
行
長
」
で
は
な
く
「
海
野
小
太
郎
幸
長
」

こ
そ
、『
平
家
物
語
』
の
正
し
い
作
者
名
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
徒
然
草
』
は
続
け
て
、「
行
長
」
が
「
生
仏
」
と
い
う
盲
僧
に
『
平
家
物

語
』
を
教
え
、
語
ら
せ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
語
り
手
は
、
こ
の
「
生
仏
」
も

ま
た
、「
西
仏
」
の
書
き
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。「
行0

長
」
で
は
な
く
「
幸0

長
」、「
生0

仏
」
で
は
な
く
「
西0

仏
」

―
「
冠
者
伝
」
は
ま
ず
、『
徒
然
草
』

の
作
者
説
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
そ
の
表
記
を
書
き
改
め
る
と
い
う
や
り
方

で
、
従
来
の
説
か
ら
微
妙
に
逸
れ
て
い
く
。

　

語
り
手
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
海
野
幸
長
」
作
者
説
を
自
身
の
「
発
見
」

と
し
て
推
し
出
す
。
作
中
で
は
、
他
に
『
醍
醐
雑
抄
』
に
基
づ
く
「
中
山
時

長
・
源
光
行
合
作
説
」
が
代
表
的
な
学
説
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が⑤
、

語
り
手
は
こ
れ
ら
を
い
ず
れ
も
「
牽
強
附
会
の
説
」
と
切
り
捨
て
る
。
従
来
の

作
者
考
は
、
語
り
手
に
よ
れ
ば
、「
文
学
の
創
造
の
な
ん
た
る
か
を
わ
き
ま
え

な
い
も
の
の
俗
説
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」。『
平
家
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
研

罅
割
れ
た
作
者
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究
状
況
に
対
し
て
、
徹
底
し
て
批
判
的
な
身
振
り
を
と
り
な
が
ら
、「
冠
者
伝
」

は
独
自
の
作
者
考
を
展
開
し
て
い
く
。

　

し
か
し
、「
幸
長
」
や
「
西
仏
」
と
い
っ
た
表
記
の
書
き
改
め
以
上
に
、「
冠

者
伝
」
の
作
者
考
が
何
に
も
ま
し
て
独
特
な
の
は
、
こ
の
両
者
を
一
人
の
人
物

だ
と
主
張
す
る
点
で
あ
る
。
行
長
・
生
仏
合
作
説
に
対
し
て
「
い
ち
ば
ん
、
わ

た
し
の
許
し
が
た
い
と
お
も
う
の
は
、
同
一
人
物
で
あ
る
「
幸
長
」
と
「
西

仏
」
と
を
別
人
と
し
て
取
り
あ
つ
か
」
っ
た
こ
と
だ
、
と
語
り
手
は
い
う
。

『
徒
然
草
』
の
説
に
せ
よ
、『
醍
醐
雑
抄
』
の
説
に
せ
よ
、『
平
家
物
語
』
は
、

そ
れ
が
複
数
の
作
者
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
前
提
と
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、「
冠
者
伝
」
は
そ
れ
と
は
異
な
る
見
方
を
提
示
す
る
。「
幸

長
」・「
西
仏
」
合
作
説
で
は
な
く
、「
幸
長
」＝「
西
仏
」
な
の
だ
。
そ
の
う
え

で
、
語
り
手
は
さ
ら
に
自
説
を
複
雑
化
し
て
い
く
。「
幸
長
」
は
出
家
後
、
た

だ
ち
に
「
西
仏
」
と
名
の
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
半
世
紀
に
近
い
歳
月
」
の

な
か
で
「
か
れ
は
、
か
れ
の
境
遇
の
激
変
す
る
た
び
ご
と
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
自

分
の
名
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

こ
の
よ
う
な
見
立
て
の
も
と
、「
冠
者
伝
」
は
、「
幸
長
」
が
「
西
仏
」
に
至

り
つ
く
ま
で
の
道
筋
を
描
き
出
す
。
本
作
の
説
明
を
か
い
つ
ま
ん
で
記
す
と
次

の
よ
う
に
な
る

―
「
幸
長
」
↓
「
道
広
」
↓
「
信
救
」
↓
「
覚
明
」
↓
「
浄

寛
」
↓
「
西
仏
」。
こ
れ
が
「
冠
者
伝
」
の
提
示
す
る
『
平
家
物
語
』
の
作
者

名
の
変
遷
で
あ
る
。「『
平
家
物
語
』
は
、「
浄
寛
」
の
こ
ろ
、
か
れ
が
か
き
、

「
西
仏
」
と
な
っ
て
か
ら
、
か
れ
の
語
っ
て
あ
る
い
た
、
か
れ
の
最
高
の
傑
作

で
あ
る
」
と
語
り
手
は
主
張
す
る
。
遁
世
に
始
ま
り
、
次
々
に
巻
き
起
こ
っ
た

「
幸
長
」
の
「
境
遇
の
激
変
」
を
、
本
作
は
、
彼
の
名
前
の
変
化
を
と
お
し
て

跡
づ
け
て
い
く
。
そ
し
て
『
平
家
物
語
』
を
、「
保
元
、
平
治
、
治
承
と
、
風

波
は
げ
し
い
転
形
期
を
生
き
ぬ
い
て
き
た
作
者
の
仮
借
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
自

己
批
判
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
」
た
作
品
と
し
て
差
し
出
す
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、「
幸
長
」
や
「
西
仏
」
は
人
口
に
膾
炙
し
た
名
で
は
な
い
が
、

そ
の
間
に
挟
み
込
ま
れ
た
色
々
な
名
は
「
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
」
と
語
り

手
は
い
う
。
矢
継
ぎ
早
に
繰
り
出
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
名
前
は
、
そ
の
大
半
が

『
平
家
物
語
』
に
登
場
す
る
作
中
人
物
の
名
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
覚

明
」
の
事
跡
と
し
て
『
平
家
物
語
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
が
具
体
的
な

参
照
項
に
な
っ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
巻
七
「
願
書
」
に
は
、
義
仲
の
右
筆

と
し
て
「
覚
明
」
が
登
場
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
彼
の
経
歴
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
覚
明
」
は
「
蔵
人
道
広
と
て
、
勧
学
院
に
あ
り
け
る

が
、
出
家
し
て
最
乗
坊
信
救
と
ぞ
名
の
り
け
る⑥
」
と
あ
る
。
ま
た
「
信
救
」
時

代
、
園
城
寺
へ
の
返
牒
の
な
か
で
「
清
盛
は
平
氏
の
糟
糠
、
武
家
の
塵
芥
」
と

書
き
、
清
盛
の
怒
り
を
買
っ
た
た
め
、
奈
良
か
ら
逃
げ
出
し
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
冠
者
伝
」
で
も
中
心
的
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
の
主
張
す
る
作
者
説
は
、

『
平
家
物
語
』
作
品
内
に
登
場
す
る
「
覚
明
」
の
経
歴
に
多
く
を
依
拠
し
て
い

罅
割
れ
た
作
者
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る
。

　

だ
が
、「
覚
明
」
が
『
平
家
物
語
』
の
成
立
に
何
ら
か
の
仕
方
で
か
か
わ
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発
想
は
、
実
の
と
こ
ろ
「
冠
者
伝
」
の
み
に
見

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
梶
原
正
昭
「
転
形
期
の
人
間
像
（
一
）  

太
夫
房
覚
明

―
そ
の
生
涯
と
文
学

―
」（『
古
典
遺
産
』
昭
33
・
６

）
は
、

「
覚
明
」
の
経
歴
を
つ
ぶ
さ
に
追
い
な
が
ら
、「
伝
説
の
帳
に
包
ま
れ
」
た
彼
の

「
浄
寛
」「
西
仏
」
時
代
に
も
分
け
入
っ
て
い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。「
浄
寛
」

が
慈
円
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
梶
原
は
、
彼
が
「「
平
家
」
創

造
に
一
役
買
っ
た
で
あ
ろ
う
事
が
充
分
想
像
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
「
予
感
」
程
度
の
も
の
だ
と
断
ら
れ
て
い
る
が
、『
平
家
物
語
』
の
成
立

に
「
覚
明
」
の
関
与
を
指
摘
す
る
議
論
と
し
て
見
逃
せ
な
い⑦
。

　

そ
の
他
、
石
母
田
正
『
平
家
物
語
』（
昭
32
・
11
・
18
、
岩
波
新
書
）
な
ど

も
、「
覚
明
」
の
経
歴
に
見
ら
れ
る
劇
的
な
「
境
遇
の
変
化
が
、
こ
の
時
代
ら

し
く
面
白
い
」
と
し
つ
つ
、「
同
じ
く
学
問
に
失
敗
し
て
出
家
し
た
と
み
ら
れ

る
平
家
の
作
者
」（
＝
行
長
）
と
彼
の
経
験
を
重
ね
る
よ
う
な
見
方
を
提
示
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
冠
者
伝
」
と
同
時
代
の
『
平
家
物
語
』
研
究
に
お

い
て
も
、
作
品
の
成
立
に
「
覚
明
」
の
何
ら
か
の
関
与
を
見
る
議
論
は
存
在
し

て
い
た
。
し
か
し
、
梶
原
の
い
う
よ
う
に
、
そ
う
し
た
見
立
て
は
多
分
に
「
伝

説
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、「
覚
明
」
を
明
確
に
作
者
と
し
て
措
定
す
る

「
冠
者
伝
」
の
議
論
は
、「
所
詮
は
小
説
的
空
想
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る⑧
。

加
美
宏
は
長
野
甞
一
と
の
対
談
で
本
作
に
触
れ
、
着
想
と
し
て
は
面
白
い
が

「『
平
家
物
語
』
作
者
説
と
し
て
は
や
は
り
無
理
」
だ
と
い
う⑨
。「
冠
者
伝
」
の

考
証
は
「
確
か
な
史
料
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
、
と
加
美
は
述
べ

て
い
る
が
、「
冠
者
伝
」
も
当
然
、
学
問
的
な
正
当
性
の
も
と
で
『
平
家
物
語
』

の
作
者
を
解
明
し
た
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
確
か
な
史

料
」
か
ら
は
見
え
な
い
も
の
を
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、「
冠
者
伝
」
の
眼

目
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
語
り
手
が
繰
り
返
す
「
作
品
が
い
っ
さ
い
で
あ
る
と

い
う
わ
た
し
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」
と
は
、「
闇
か
ら
闇
へ
葬
り
さ
ら
れ
た
」
も

の
、「
ひ
と
眼
を
掠
め
て
か
く
れ
て
い
る
」
も
の
を
見
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た

原
理
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
冠
者
伝
」
は
「
覚
明
」
と
い
う
一
登
場
人
物
を
、『
平
家
物
語
』
の
作
者
へ

と
迫
り
上
げ
る
。
し
か
し
そ
の
操
作
は
、「
覚
明
」
を
実
体
的
な
存
在
と
し
て

作
者
の
地
位
に
固
着
化
す
る
こ
と
を
狙
う
も
の
で
は
な
い
。「
作
者
の
正
体
」

を
問
う
際
、
語
り
手
が
強
調
す
る
の
は
、「『
平
家
物
語
』
そ
の
も
の
に
即
し
て
、

そ
の
な
か
に
み
い
だ
さ
れ
る
思
想
や
文
体
や
事
実
の
取
り
あ
つ
か
い
か
た
を
つ

ぶ
さ
に
検
討
」
す
る
と
い
う
自
身
の
態
度
で
あ
る
。
作
品
そ
の
も
の
に
内
在
す

る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。「
覚
明
」
の
よ
う
な
登
場
人
物
を
作
者
と
し
て
取
り

出
す
こ
と
も
、
作
品
内
部
に
沈
潜
し
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
文
学
観
と
、
ま
ず

は
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
手
つ
き
に
お
い
て
の
み
浮
か
び
上
が
る

「『
平
家
物
語
』
の
作
者
の
伝
記
を

―
と
く
に
か
れ
の
思
想
的
な
遍
歴
に
重
点

罅
割
れ
た
作
者
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を
お
き
な
が
ら
、
あ
る
が
ま
ま
に
述
べ
て
み
た
い
」。
こ
れ
が
「
冠
者
伝
」
に

お
け
る
作
者
考
の
基
本
的
な
姿
勢
な
の
で
あ
る
。

二
、『
平
家
物
語
』
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
の
な
か
で

　
「
と
り
わ
け
そ
の
思
想
が
大
切
で
あ
る
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本

作
の
『
平
家
物
語
』
作
者
考
は
、
実
体
的
な
作
者
の
解
明
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ

の
作
者
＝
作
品
の
「
思
想
」
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。『
平

家
物
語
』
の
思
想
を
問
う
こ
と

―
そ
れ
は
同
時
に
、「
一
管
の
筆
を
武
器
に

し
て
」
戦
乱
の
世
を
渡
り
、「
め
ま
ぐ
る
し
い
境
遇
の
変
化
」
の
な
か
で
練
り

上
げ
ら
れ
た
作
者
の
思
想
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
語
り
手
が
「
か
つ
て
わ
た
し
は
『「
平
家
物
語
」
の
思
想
』
と
題

す
る
小
論
を
発
表
し
」
た
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
。
語
り
手
は

そ
の
評
論
で
、『
平
家
物
語
』
の
「
作
者
の
思
想
と
『
愚
管
抄
』
に
う
か
が
わ

れ
る
慈
円
の
思
想
と
の
関
連
性
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
た
」

と
い
う
。
花
田
は
実
際
、「『
平
家
物
語
』
の
思
想
」（『
文
学
』
昭
36
・
７

、
原

題
「
歴
史
と
文
学
」）
を
執
筆
し
て
い
る
。
説
明
さ
れ
て
い
る
内
容
と
も
合
致

す
る
こ
と
か
ら
、「
冠
者
伝
」
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
は
花
田
に
よ

る
こ
の
評
論
と
考
え
て
よ
い
。「
冠
者
伝
」
で
の
試
み
を
よ
り
具
体
化
す
る
た

め
に
、
こ
の
評
論
の
検
討
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

花
田
は
こ
こ
で
『
平
家
物
語
』
作
者
と
慈
円
と
の
あ
い
だ
に
「
思
想
的
な
交

流
」
の
あ
っ
た
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
平
家
物
語
』
の
思
想

が
「
そ
の
当
時
の
も
の
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
も
異
色
の
な
い
も
の
だ
っ
た
」

と
い
う
、
一
般
に
流
通
す
る
認
識
に
反
駁
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
り

わ
け
具
体
的
な
批
判
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
石
母
田
正
で
あ
る
。

確
か
に
石
母
田
は
『
平
家
物
語
』（
前
掲
）
で
、「
無
常
観
そ
の
他
平
家
物
語
の

思
想
」
は
「
平
家
の
作
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
」
く
、「
こ
の
時
代
の
広
汎
な

人
々
の
考
え
方
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
の
作
者
は
、
思
想

家
と
し
て
は
「
平
々
凡
々
で
あ
り
、
む
し
ろ
常
識
家
で
あ
っ
た
」
と
石
母
田
は

断
じ
る
。

　

花
田
が
疑
義
を
呈
す
の
は
、
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
で
あ
る
。「
石
母
田

正
の
よ
う
な
歴
史
家
に
、
い
ち
ば
ん
、
わ
た
し
の
あ
き
ら
か
に
し
て
も
ら
い
た

い
点
は
『
平
家
物
語
』
の
叙
事
文
学
的
側
面
で
は
な
く
、
思
想
的
、
世
界
観
的

側
面

―
と
く
に
『
愚
管
抄
』
と
の
関
連
で
あ
る
」
と
花
田
は
述
べ
る
。『
平

家
物
語
』
の
「
運
命
観
」、「
無
常
観
」
に
は
「
慈
円
の
独
自
な
も
の
の
見
か
た

や
考
え
か
た
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
、
花
田
は

一
貫
し
て
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。「『
平
家
物
語
』
の
思
想
」
は
こ
う
し
て
、『
平

家
物
語
』
作
者
の
思
想
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
慈
円
の
思
想
の
特

異
性
を
論
じ
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
く
。

そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
無
常
観
に
は
、
た
と
え
ば
『
愚
管
抄
』
の
な
か
の

「
さ
て
も
さ
て
も
こ
の
世
の
か
わ
り
の
継
目
に
生
れ
あ
い
て
、
世
の
中
の

罅
割
れ
た
作
者
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眼
の
前
に
か
わ
り
ぬ
る
こ
と
を
、
か
く
け
ざ
け
ざ
と
見
侍
る
こ
と
こ
そ
、

世
に
も
あ
わ
れ
に
も
あ
さ
ま
し
く
見
ゆ
れ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
転
形
期
の

自
覚
に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
は
、
慈
円
流

の
末
法
史
観
が
さ
さ
え
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
愚
管
抄
』
か
ら
引
か
れ
て
い
る
「
さ
て
も
さ
て
も
…
」
の
一
節
は
、『
小
説

平
家
』
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
作
品
全
体
を

貫
く
テ
ー
マ
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
時
代
の
劇
的
な
移

り
変
わ
り
を
見
澄
ま
す
慈
円
の
眼
か
ら
、
花
田
は
「
転
形
期
の
自
覚
」
を
読
み

出
し
、
そ
こ
に
「
慈
円
流
の
末
法
史
観
」
を
見
て
と
る
。
花
田
が
石
母
田
を
批

判
す
る
の
は
、
彼
が
慈
円
の
末
法
史
観
を
「
こ
の
時
代
の
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ

た
思
想
」
と
し
て
「
画
一
的
」
に
し
か
捉
え
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
お
も
う
に
、
石
母
田
正
の
眼
に
は
、『
愚
管
抄
』
の
末
法
史
観
な
ど
、
あ
ま
り

に
も
非
科
学
的
」
な
も
の
と
し
て
し
か
映
ら
な
い
の
だ
ろ
う
、
と
し
つ
つ
、
花

田
は
し
か
し
、「
そ
の
こ
ろ
の
末
法
思
想
な
ど
、
ど
れ
も
こ
れ
も
似
た
り
よ
っ

た
り
の
も
の
だ
」
と
決
め
つ
け
る
前
に
、「
当
時
の
代
表
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」

た
る
慈
円
の
末
法
史
観
を
「
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
、
歴
史
家
の
任
務

と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
問
う
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
末
法
思
想
を
「
非
科
学
的
」
な
も
の
と
し
て
追
放
し
、『
平
家
物
語
』

を
一
篇
の
「
叙
事
詩
」
と
し
て
謳
い
あ
げ
る
「
歴
史
家
」
の
態
度
を
攻
撃
す
る

と
き
、
そ
の
批
判
の
射
程
は
、
お
よ
そ
石
母
田
個
人
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
広
く
戦
後
の
『
平
家
物
語
』
研
究
を
条
件
づ
け
る
認
識
の
枠
組
み
そ

の
も
の
を
撃
と
う
と
し
て
い
る
。
石
母
田
は
い
わ
ば
そ
の
代
表
格
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

実
際
、
石
母
田
は
戦
後
歴
史
学
を
リ
ー
ド
し
た
主
要
な
人
物
と
し
て
知
ら
れ

る
が
、
彼
の
古
代
・
中
世
史
研
究
は
、
同
時
期
の
『
平
家
物
語
』
研
究
に
も
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
石
母
田
が
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』

（
昭
21
・
６

・
10
、
伊
藤
書
店
）
で
示
し
た
「
中
世
的
＝
国
民
的
文
学
」
と
し

て
の
『
平
家
物
語
』
と
い
う
規
定
は
、
以
降
、
強
力
な
磁
場
を
形
成
し
て
い
く
。

永
積
安
明
『
中
世
文
学
の
展
望
』（
昭
31
・
10
・
25
、
東
京
大
学
出
版
会
）
な

ど
は
そ
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
仕
事
の
代
表
例
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
議
論

の
な
か
で
、
中
世
革
命
期
を
鮮
や
か
に
描
き
出
す
偉
大
な
「
国
民
的
」
叙
事
詩

と
し
て
の
『
平
家
物
語
』
と
い
う
見
方
が
、
歴
史
学
と
国
文
学
を
貫
く
一
つ
の

地
平
と
し
て
形
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る⑩
。

　

当
時
の
「
国
民
文
学
運
動
」
と
も
深
く
か
か
わ
る
こ
れ
ら
の
立
場
は
、
い
わ

ゆ
る
「
歴
史
社
会
学
派
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る⑪
。
永
積
は
『
平
家
物
語
』

（
昭
32
・
２

・
25
、
誠
信
書
房
）
の
な
か
で
、
自
身
や
石
母
田
を
含
む
歴
史
社

会
学
的
研
究
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。「
こ
れ
ら
は
「
平
家
物
語
」
を
、
畿

内
を
先
頭
と
し
た
変
革
期
の
激
動
の
な
か
で
生
ま
れ
た
叙
事
詩
的
作
品
と
し
て

と
ら
え
、
こ
の
物
語
が
、
単
に
作
者
一
個
の
矛
盾
や
階
級
的
苦
悩
に
お
い
て
成

立
し
た
の
で
は
な
く
、
広
い
民
衆
を
視
野
に
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
す
ぐ
れ
て

罅
割
れ
た
作
者
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「
民
族
的
」
な
作
品
で
あ
る
と
主
張
す
る
」。
こ
こ
に
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る

代
表
的
な
『
平
家
物
語
』
観
の
一
つ
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
歴
史
社
会
学
派
の
解
釈
に
よ
っ
て
、『
平
家
物
語
』
は
、
歴
史
の
進
歩

を
描
き
出
す
革
命
的
・
民
族
的
叙
事
詩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
花
田

が
「『
平
家
物
語
』
の
思
想
」
を
書
く
と
き
に
批
判
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し

た
『
平
家
物
語
』
を
め
ぐ
る
言
説
を
縁
ど
る
認
識
の
枠
組
み
そ
れ
自
体
だ
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
花
田
の
「『
平
家
物
語
』
の
思
想
」
に
永
積
が
応

答
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
永
積
は
「
平
家
物
語
の
思
想

―
序
章
の
表
現
を

め
ぐ
っ
て

―
」（『
文
学
』
昭
37
・
８

）
の
な
か
で
、
花
田
の
議
論
を
取
り
上

げ
、
そ
こ
に
お
け
る
石
母
田
批
判
に
一
定
の
賛
意
を
示
し
て
い
る⑫
。
花
田
と
同

じ
く
、
永
積
も
ま
た
『
平
家
物
語
』
の
「
思
想
的
な
意
義
の
重
要
性
に
注
目
す

べ
き
」
だ
と
す
る
。
し
か
し
花
田
の
説
が
手
放
し
で
称
揚
さ
れ
る
わ
け
で
も
な

い
。
な
ぜ
な
ら
永
積
は
花
田
と
違
い
、「『
愚
管
抄
』
と
『
平
家
物
語
』
と
の
思

想
的
な
質
の
落
差
」
を
主
張
す
る
か
ら
だ
。
永
積
の
論
は
あ
る
意
味
で
明
快
で

あ
る
。『
愚
管
抄
』
に
は
「
法
則
性
の
貫
徹
が
な
い
」
が
、『
平
家
物
語
』
に
は

そ
れ
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。「「
盛
者
必
衰
の
こ
と
わ
り
」
を
客
観
的
・
法
則
的

な
事
実
と
し
て
確
認
す
る
精
神
」
の
「
弁
証
法
」
こ
そ
、『
平
家
物
語
』
の
思

想
を
当
時
の
「
典
型
的
な
無
常
意
識
」
か
ら
切
り
分
け
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
末
法
観
に
さ
さ
え
ら
れ
た
は
ず
の
道
理
観
」
を
貫
徹
し

え
ず
、「
統
一
的
な
世
界
把
握
に
た
え
な
い
」『
愚
管
抄
』
の
思
想
と
は
質
的
に

異
な
っ
て
い
る
。
永
積
の
議
論
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

あ
か
ら
さ
ま
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理
路
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、

こ
れ
も
当
時
の
『
平
家
物
語
』
言
説
を
枠
づ
け
る
語
り
の
徴
候
を
よ
く
示
し
た

も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
歴
史
の
必
然
論
と
い
う
法
則
性

に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
統
一
的
な
世
界
」
を
『
平
家
物
語
』
に
見
て
と
る
永
積
の

議
論
は
、
花
田
の
『
平
家
物
語
』
論
と
好
対
照
を
な
す
も
の
と
し
て
注
目
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
花
田
が
『
愚
管
抄
』
と
『
平
家
物
語
』
を
関
連
づ
け
る
こ
と

で
拒
絶
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
こ
そ
、
ま
さ
し
く
「
統
一
的
な
世
界
」
と
い

う
理
念
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

花
田
が
『
愚
管
抄
』
と
の
関
連
を
打
ち
出
す
と
き
、
何
よ
り
も
ま
ず
強
調
さ

れ
て
い
る
の
は
、
慈
円
を
非
暴
力
主
義
者
と
し
て
捉
え
る
自
身
の
見
方
で
あ
る
。

摂
家
将
軍
の
支
持
を
述
べ
る
『
愚
管
抄
』
の
記
述
を
引
用
し
な
が
ら
、
花
田
は

そ
こ
に
、「
公
家
的
な
も
の
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
非
暴
力
的
な
も
の
に
よ
っ

て
、
武
家
的
な
も
の
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
暴
力
的
な
も
の
を
克
服
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
考
え
た
慈
円
の
態
度
を
読
み
と
る
。『
愚
管
抄
』
か
ら
「
神
秘

の
ヴ
ェ
イ
ル
を
は
ぎ
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
」、
そ
こ
に
は
「
非
暴
力
主
義
に

て
っ
し
、
一
筆
平
天
下
の
志
を
い
だ
い
て
い
た
」
慈
円
の
姿
が
見
出
さ
れ
る
、

と
花
田
は
い
う
。
一
方
で
、
石
母
田
は
慈
円
の
末
法
史
観
を
整
理
し
て
、「
こ

の
時
代
の
現
実
は
汚
濁
と
醜
悪
に
み
ち
た
末
代
の
世
で
あ
り
、
現
世
の
一
切
は

罅
割
れ
た
作
者
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無
常
の
理
に
し
た
が
う
定
め
な
き
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
救
済
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
来
世
を
も
と
め
て
往
生
す
る
以
外
に
な
い
」
と
す
る
考
え
方
だ
と

述
べ
、「
こ
の
末
世
・
末
代
の
思
想
か
ら
生
ま
れ
る
悲
観
精
神
と
哀
感
」
が

『
平
家
物
語
』
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
た
が⑬
、
花
田
は
そ
う
し
た
見

方
を
拒
絶
す
る
。
慈
円
の
末
法
史
観
に

―
ひ
い
て
は
『
平
家
物
語
』
の
思
想

に
、
そ
の
よ
う
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
読
み
込
む
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
だ
。
慈
円
は

む
し
ろ
、
こ
の
汚
辱
に
ま
み
れ
た
現
世
の
た
だ
な
か
で
、「
公
家
的
な
も
の
と

武
家
的
な
も
の
と
の
闘
争
を
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
よ
う
と
し
て
頭
を
ひ
ね
っ
て

い
た
」。
花
田
は
そ
の
「
闘
争
」
が
慈
円
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
た
と
い
い
た
い

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
か
れ
が
、
公
家
と
武
家
と
の
あ
い
だ
に

立
っ
て
、
た
え
ず
動
揺
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
い
は
、
そ
の
な
か

で
培
わ
れ
る
「
味
方
を
敵
の
眼
で
み
る
と
共
に
、
敵
を
味
方
の
眼
で
み
る
」
と

い
う
慈
円
の
複
眼
を
、
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
「
慈
円
の
眼
」
に
こ
そ
、
花
田
は
「
転
形
期
の
自

覚
」
を
見
出
す
の
だ
ろ
う
。
花
田
が
引
い
て
い
た
『
愚
管
抄
』
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、
そ
れ
は
「
世
の
中
の
眼
の
前
に
か
わ
り
ぬ
る
こ
と
」
を
「
け
ざ
け
ざ
と

見
侍
る
」
よ
う
な
眼
で
あ
り
、「
こ
の
世
の
か
わ
り
の
継
目
」
に
生
じ
る
矛
盾

や
対
立
を
そ
の
ま
ま
の
仕
方
で
捉
え
る

―
「
統
一
的
な
世
界
」
に
向
け
て
性

急
に
止
揚
す
る
の
で
は
な
い

―
分
裂
的
な
眼
で
あ
る
。「
そ
し
て
、
わ
た
し

は
、『
平
家
物
語
』
の
作
者
は
、
慈
円
か
ら
、
あ
り
ふ
れ
た
末
法
思
想
な
ど
で

は
な
く
、『
愚
管
抄
』
の
な
か
に
か
が
や
い
て
い
る
こ
う
い
う
眼
を
う
け
つ
い

で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
お
も
う
」
と
花
田
は
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て

花
田
は
、
同
時
代
的
な
解
釈
の
枠
組
み
か
ら
離
脱
し
な
が
ら
、
暴
力
と
非
暴
力

の
闘
争
を
分
裂
的
に
描
き
出
し
た
非
統
一
的
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、『
平
家
物

語
』
を
捉
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
、「
国
民
文
学
」
を
拒
絶
す
る

　

石
母
田
や
永
積
の
言
説
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
「
国
民
文
学
運
動
」
は
、

昭
和
三
〇
年
頃
、
雲
散
霧
消
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
終
息
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
小
田
切
秀
雄
「
国
民
文
学
論
の
一
〇
年
」（『
週
刊
読
書
人
』
昭
37
・
10
）

に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
戦
争
の
終
結
に
と
も
な
い
、
民
族
的
危
機
が
一
応
表
面
上
か

ら
は
去
っ
た
。
同
時
に
、
経
済
成
長
と
独
占
資
本
体
制
の
強
化
の
な
か
で
大
衆

社
会
状
況
が
成
熟
し
、「
マ
ス
・
コ
ミ
が
国
民
の
日
常
生
活
と
内
面
性
の
く
ま

ぐ
ま
ま
で
と
ら
え
る
、
と
い
う
新
た
な
状
態
」
が
出
来
し
た
。
民
衆
は
も
は
や

革
命
な
ど
望
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、『
平
家
物
語
』

を
「
国
民
文
学
」
と
見
做
す
ま
な
ざ
し
は
根
強
く
生
き
延
び
る
。

　

小
田
切
は
「
国
民
文
学
運
動
」
が
希
求
し
た
「
文
学
大
衆
化
」
が
「
マ
ス
・

コ
ミ
の
が
わ
か
ら
、
マ
ス
・
コ
ミ
ふ
う
の
や
り
方
で
」
実
現
さ
れ
は
じ
め
、

「
形
の
上
で
は
ま
さ
に
国
民
文
学
的
規
模
で
の
文
学
盛
行
を
迎
え
」
た
と
述
べ

て
い
る
。『
平
家
物
語
』
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
そ
の
最
も
象
徴
的
な
例
こ
そ
、

罅
割
れ
た
作
者
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吉
川
英
治
の
『
新
・
平
家
物
語
』（『
週
刊
朝
日
』
昭
25
・
４

・
２

〜
昭
32
・

３

・
17
）
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
「
マ
ス
・
コ
ミ
」
時

代
の
「
国
民
文
学
」
と
し
て
広
く
読
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　

花
田
は
『
小
説
平
家
』
を
書
く
際
、
吉
川
の
存
在
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
。

「
大
衆
芸
術
論
」（『
乱
世
今
昔
談
』
昭
45
・
５

・
24
、
講
談
社
）
の
な
か
で
花

田
は
、「『
新
・
平
家
物
語
』
や
『
親
鸞
』
に
対
抗
し
て
、『
小
説
平
家
』
を
か

い
た
」
と
し
、
ま
た
「
わ
た
し
は
吉
川
英
治
を
否
定
す
る
た
め
だ
け
に
と
り
あ

げ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。「
日
本
の
大
衆
文
学
に
は
、
旧
態
依
然
た
る
も
の

が
あ
る
」
と
述
べ
る
花
田
は
、
そ
れ
が
「
国
民
文
学
運
動
」
の
時
期
に
お
け
る

伝
統
の
再
建
と
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
見
方
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

「
国
民
文
学
」
と
し
て
の
『
新
・
平
家
物
語
』
が
仮
想
敵
と
し
て
措
定
さ
れ
て

い
る
。

　
「
冠
者
伝
」
で
は
一
箇
所
、『
新
・
平
家
物
語
』
に
直
接
言
及
し
て
い
る
部
分

が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
「
覚
明
」
を
め
ぐ
る
言
説
の
一
つ
、
と
い
う
取
り
上

げ
方
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
『
新
・
平
家
物
語
』
に
対
す
る
明
瞭
な
批
判
意
識
を

見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
実
際
、
花
田
が
「
吉
川
英
治
を
否
定
す
る
」
と
い
う

と
き
、
そ
れ
は
『
新
・
平
家
物
語
』
を
直
接
的
に
批
判
す
る
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
作
品
を
取
り
巻
く
言
説
状
況
全
体
を
問
題
化
し
て
い
る
と
見
る
方
が
妥
当

だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、「
大
衆
文
学
」
と
し
て
圧
倒
的
な
人
気
を
博
し
た
『
新
・
平
家

物
語
』
を
め
ぐ
る
状
況
と
し
て
、
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
て
き
た
の
は
、
な
ぜ

吉
川
の
作
品
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
広
く
読
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

竹
内
好
「
吉
川
英
治
論
」（『
思
想
の
科
学
』
昭
29
・
10
）
は
、
そ
う
し
た
問
い

を
立
て
な
が
ら
、
吉
川
文
学
の
根
本
に
「
日
本
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
イ
に
つ
な
が
る
も
の
」
を
見
出
す
。
左
翼
陣
営
は
「
吉
川
を
反
動
と
き
め
て

い
て
、
そ
れ
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
口
癖
に
し
て
い
る
」
が
、
実
際
に
は

い
ま
だ
誰
も
そ
れ
を
試
み
て
い
な
い
。「
日
本
で
い
ち
ば
ん
読
ま
れ
て
い
る
吉

川
英
治
」
と
「
だ
れ
が
、
い
か
に
し
て
戦
う
の
か
」
と
竹
内
は
問
う
。
吉
川
文

学
を
「
研
究
」
す
る
こ
と
と
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
う
」
こ
と
が
、
こ
こ
で
は

ほ
と
ん
ど
同
義
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

フ
ァ
シ
ズ
ム
的
＝「
国
民
文
学
」
的
な
吉
川
文
学
の
特
質
は
、
一
方
で
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
の
隆
盛
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
大
衆
社
会
の
到
来
と
い
う
文
脈
か
ら

切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
松
島
栄
一
が
述
べ
る
よ
う
に
、
吉
川
の
「
国
民

文
学
」
的
な
あ
り
よ
う
は
「
マ
ス
・
コ
ミ
で
つ
く
り
上
げ
て
い
く
面
が
多
い
」

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
国
民
文
学
」
を
条
件
づ
け
る
の
は
、「
質
的
な
面
」
と

い
う
よ
り
も
量
的
な
面
＝「
読
ま
れ
る
こ
と
」
で
あ
る⑭
。
同
時
に
、
吉
川
自
身

も
ま
た
、
そ
う
し
た
「
マ
ス
・
コ
ミ
」
時
代
の
「
国
民
文
学
」
作
家
と
い
う
役

割
を
積
極
的
に
引
き
受
け
て
い
た
と
い
え
る
。
し
ば
し
ば
自
ら
を
「
庶
民
」
の

一
人
と
し
て
強
調
し
て
い
た
吉
川
が
『
新
・
平
家
物
語
』
で
試
み
た
の
は
、
い

わ
ば
「
民
衆
」
の
歴
史
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た⑮
。「
勝
者
が
敗
者
を
書
い
た
歴

罅
割
れ
た
作
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史
」、
す
な
わ
ち
勝
者
に
よ
る
「
制
裁
の
記
録
」
で
あ
る
歴
史
を
「
書
き
正
す

の
が
文
芸
の
一
つ
の
仕
事
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
吉
川
は
、『
新
・
平
家
物
語
』

を
通
し
て
、
歴
史
に
お
け
る
「
民
衆
」
の
疎
外
を
回
復
す
る
こ
と
を
自
身
の
課

題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
そ
こ
で
夢
見
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
庶
民
」
た

る
吉
川
と
「
民
衆
」
と
の
幸
福
な
一
致
、
作
者
と
読
者
の
あ
い
だ
の
透
明
な
結

合
で
あ
る
。
結
合
の
純
度
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
吉
川
文
学
は
「
国
民
文

学
」
に
な
る
（
あ
る
い
は
同
時
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
な
る
）。

　
「
冠
者
伝
」
が
「「
歴
史
」
の
欠
点
は
、
起
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
が
か
い
て

あ
っ
て
、
お
こ
っ
た
こ
と
は
、
な
に
一
つ
、
か
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と

述
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
歴
史
批
判
の
態
度
は
、
一
見
、
吉
川
に
よ
る
右
の

主
張
と
近
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
確
か
に
勝
者
に
よ
る
「
制
裁
の
記

録
」
は
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
冠
者
伝
」
は
そ
こ
で

「
民
衆
」
の
歴
史
を
取
り
戻
す
、
と
い
う
疎
外
論
的
な
図
式
を
持
ち
出
す
こ
と

は
な
い
し
、
そ
う
し
た
図
式
に
よ
っ
て
「
民
衆
」
と
一
致
す
る
こ
と
を
目
論
む

わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
「
冠
者
伝
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
作
者
と
読
者
の
結

合
が
頓
挫
す
る
経
験
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
の
作
者
と
さ
れ

る
「
覚
明
」
は
、
彼
の
「
信
救
」
時
代
、「
漢
才
の
軽
挙
妄
動
」
に
よ
っ
て

「
南
都
の
大
衆
」
を
意
図
せ
ず
「
煽
動
」
し
て
し
ま
う
。「
漢
才
」
と
は
、
本
作

に
お
い
て
、「
和
魂
」＝「
日
常
の
現
実
を
処
理
し
て
い
く
の
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
、
分
別
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。
地
に
足
の
つ
い
た
「
日
常
の
現
実
」

感
覚
か
ら
遊
離
し
、「
観
念
の
世
界
」
か
ら
出
る
こ
と
の
な
い
知
識
人
の
主
知

主
義
的
態
度
が
、
本
作
で
は
一
貫
し
て
批
判
さ
て
い
る
。
園
城
寺
へ
の
返
牒
の

な
か
で
不
用
意
に
清
盛
を
罵
倒
し
た
た
め
に
、「
信
救
」
は
図
ら
ず
も
「
南
都

の
人
気
者
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
平
家
と
南
都
の
「
正
面
衝
突
」
と
い
う
「
流

血
の
惨
事
」
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。「『
平
家
物
語
』
の
作
者
も
ま
た
、
そ

の
当
時
、
す
べ
て
の
紛
争
の
原
因
は
、
か
れ
の
か
い
た
牒
状
の
文
句
に
あ
る
と

信
じ
き
っ
て
い
た
」
と
語
り
手
は
述
べ
る
。「
冠
者
伝
」
に
お
い
て
『
平
家
物

語
』
と
は
、「
天
性
の
嘲
罵
の
才
能
を
縦
横
に
発
揮
し
て
、
南
都
の
大
衆
を
、

そ
ん
な
狂
躁
状
態
に
お
と
し
い
れ
た
作
者
の
自
己
批
判
」
に
貫
か
れ
た
テ
ク
ス

ト
な
の
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
作
者
の
「
た
ぐ
い
稀
な
る
迂
闊
さ
」、
そ
し
て

「
み
ず
か
ら
の
迂
闊
さ
加
減
に
つ
く
づ
く
愛
想
を
つ
か
し
て
い
る
作
者
の
や
り

き
れ
な
い
お
も
い
」
を
、「
冠
者
伝
」
は
『
平
家
物
語
』
の
作
者
考
を
通
じ
て

浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

　

実
際
、
本
作
が
光
を
当
て
る
『
平
家
物
語
』
作
者
の
「
境
遇
の
激
変
」
と
は
、

ま
さ
し
く
彼
の
蹉
跌
の
連
続

―
「
そ
の
猛
烈
さ
ゆ
え
の
転
落
」

―
を
示
す

も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。「
道
広
」
時
代
、「
漢
才
に
よ
っ
て
、
和
魂
を
侮

蔑
」
す
る
こ
と
に
徹
し
た
結
果
、
つ
い
に
彼
は
「
勧
学
院
の
教
授
を
や
め
て
出

家
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
続
け
て
「
信
救
」
時
代
に
は
南
都
を
「
狂
躁
状
態
」

に
追
い
込
み
、
ま
た
、「
清
盛
の
暗
殺
」
の
た
め
に
漆
を
浴
び
る
と
い
う
「
軽

挙
妄
動
」
を
犯
す
。「
才
は
め
で
た
け
れ
ど
も
、
つ
ゆ
、
や
ま
と
だ
ま
し
い
な

罅
割
れ
た
作
者
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か
り
け
る
者
」
の
「
道
行
き
」
を
「
自
己
批
判
」
に
よ
っ
て
捉
え
な
お
し
た
の

が
『
平
家
物
語
』
で
あ
り
、
そ
の
物
語
内
容
に
は
作
者
自
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
が
「
パ
ロ
デ
ィ
」
と
し
て
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
冠
者
伝
」
の

見
立
て
で
あ
る
。

　
「
自
己
批
判
」
す
る
作
者
は
、「
和
魂
を
侮
蔑
」
し
「
日
常
の
現
実
」
を
唾
棄

し
て
い
た
自
身
の
あ
り
よ
う
を
否
定
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
「
庶
民

の
中
に
埋
も
れ
」
る
こ
と
を
希
求
す
る
『
新
・
平
家
物
語
』
作
者
の
あ
り
よ
う

と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
慈
円
の
思
想
と
の
関
連
性
」
が
強
調
さ

れ
る
こ
と
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
冠
者
伝
」
が
『
平
家
物
語
』
作
者
の
思

想
と
し
て
切
り
出
す
の
は
、「
民
衆
」
と
の
一
致
に
よ
っ
て
「
国
民
」
と
い
う

共
同
性
を
想
像
的
に
回
復
す
る
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
全

体
性
へ
の
安
易
な
統
合
を
拒
絶
す
る
、
分
裂
的
な
眼
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
眼
に
よ
る
「
自
己
批
判
」
の
姿
勢
は
、「
信
救
」
に
よ
る
清
盛
暗

殺
計
画
の
場
面
に
お
い
て
、
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
こ
で
、

「
一
管
の
筆
で
ど
こ
ま
で
も
武
力
に
対
抗
し
て
た
た
か
い
ぬ
く
と
い
う
日
ご
ろ

の
か
れ
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
に
反
し
、
あ
べ
こ
べ
に
匕
首
を
ひ
ら
め
か
し
て
、
清

盛
入
道
の
命
を
う
ば
う
つ
も
り
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
清
盛
に
比
し
て
、
非
暴

力
主
義
を
標
榜
す
る
「
信
救
」
の
方
が
、
む
し
ろ
暴
力
的
な
衝
動
を
発
露
さ
せ

て
い
く
過
程
を
、
作
品
は
描
き
出
し
て
い
る
。
本
作
で
は
、
武
士
で
あ
る
清
盛

の
方
が
「
和
魂
の
深
慮
遠
謀
」
に
基
づ
く
政
治
的
知
略
に
長
け
た
「
平
和
主
義

の
実
践
」
者
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
「
冠
者
伝
」
は
ま
さ
し
く
両
者
を
「
あ

べ
こ
べ
に
」
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、「
和
魂
」
と
「
漢
才
」
の
対
立
を
対
立

の
ま
ま
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
慈
円
の
庇
護
下
に
入
っ
た
「
浄
寛
」
時
代
に
、

『
平
家
物
語
』
作
者
は
そ
の
よ
う
な
思
想
＝
眼
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
冠
者
伝
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
暴
力
的
な
も
の
の
な
か
に
非
暴
力
的
な

も
の
の
断
片
を

―
あ
る
い
は
、
非
暴
力
的
な
も
の
の
な
か
に
暴
力
的
な
も
の

の
断
片
を
垣
間
見
る
。
こ
れ
は
、
対
立
を
性
急
に
止
揚
し
、「
統
一
的
な
世
界
」

と
い
う
全
体
性
を
構
築
す
る
論
理
か
ら
は
零
れ
落
ち
る
も
の
で
あ
る
。「
国
民

文
学
」
と
し
て
共
同
体
を
統
合
す
る
象
徴
化
の
論
理
に
対
抗
し
て
、「
冠
者
伝
」

は
、『
平
家
物
語
』
を
い
わ
ば
断
片
と
し
て
、
断
片
の
ま
ま
拾
い
集
め
る
ア
レ

ゴ
リ
ー
の
論
理
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

吉
川
英
治
は
『
新
・
平
家
物
語
』
の
主
人
公
を
「
時
の
流
れ
」
で
あ
る
と
述

べ
、
自
身
の
歴
史
叙
述
を
「
地
上
の
諸
業
を
天
上
か
ら
ド
ラ
マ
を
見
る
よ
う
に

観
よ
う
と
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
た⑯
。
具
体
的
な
出
来
事
の
巻
き
起
こ

る
「
地
上
」
か
ら
身
を
引
き
離
し
、「
天
上
」
か
ら
俯
瞰
的
に
歴
史
を
見
る
ま

な
ざ
し
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
歴
史
を
全
体
性
の
も
と
に
一
望
す

る
超
越
的
な
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
平
家
物
語
』
を
一
篇
の
「
ド
ラ

マ
」
と
し
て
統
合
的
に
把
捉
す
る
ま
な
ざ
し
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
冠
者
伝
」
の
歴
史
叙
述
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
い
わ
ば
「
地
上
」
に
留
ま

罅
割
れ
た
作
者
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る
こ
と
を
志
向
す
る
。『
平
家
物
語
』
の
作
中
人
物
を
作
者
に
据
え
る
「
冠
者

伝
」
の
議
論
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
窺
わ
れ
る
。
あ
た
か
も
「
自
分
の
監
督
し

た
映
画
の
な
か
で
、
つ
ね
に
そ
の
他
大
勢
の
ひ
と
り
に
扮
し
て
チ
ラ
リ
と
す
が

た
を
み
せ
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
」
の
よ
う
に
、
作
者
は
作
品
に

内
在
す
る
。
作
品
を
統
合
す
る
超
越
的
な
主
体
の
位
置
か
ら
、
作
者
は
離
れ
て

い
く
。

　
「
幸
長
」
か
ら
「
西
仏
」
へ
と
名
前
を
変
え
て
い
く
作
者
の
生
涯
を
追
う
こ

と
は
、
そ
れ
を
連
続
的
で
統
一
的
な
主
体
と
し
て
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
目
論
む

も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
不
連
続
性
を

―
「
こ
の
世
の
か
わ
り
の
継

目
」
に
お
け
る
「
境
遇
の
激
変
」
が
否
応
な
く
も
た
ら
す
断
絶
を

―
強
調
す

る
も
の
で
あ
る
。「
冠
者
伝
」
の
作
者
考
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な

罅
割
れ
た
主
体
で
あ
り
、
断
片
同
士
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
、
あ
る
い
は
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
か
ら
な
る
主
体
で
あ
る
。
作
者
ま
た
は
作
品
の
亀
裂
を
縫
合
し
て
覆
い
隠

す
の
で
は
な
く
、
そ
の
罅
割
れ
こ
そ
を
「
け
ざ
け
ざ
と
見
侍
る
」
よ
う
な
眼
を
、

「
冠
者
伝
」
は
書
き
つ
け
て
い
る
。

　
『
小
説
平
家
』
執
筆
に
際
し
て
、
花
田
が
吉
川
英
治
を
一
つ
の
仮
想
敵
に
据

え
て
い
た
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、「
マ
ス
・
コ
ミ
」

時
代
の
な
か
で
、
広
く
「
大
衆
」
と
つ
な
が
る
作
者
の
位
相
を
問
い
直
す
意
味

を
持
つ
と
い
え
る
。
花
田
は
柾
木
恭
介
と
の
対
談
「
文
学
の
大
衆
化
と
は
な
に

か
」（『
新
日
本
文
学
』
昭
45
・
１

）
の
な
か
で
、
作
品
を
「
も
う
少
し
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
観
客
に
伝
達
す
る
場
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
作
者
概
念
の
変
革
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

吉
川
英
治
は
そ
の
意
味
で
否
定
す
べ
き
対
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ヴ
ァ
ル

タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
生
産
者
と
し
て
の
〈
作
者⑰
〉」
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、

吉
川
的
作
者
と
は
「
生
産
装
置
の
た
ん
な
る
供
給
」
を
行
う
に
過
ぎ
ず
、
そ
の

よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
無
批
判
な
結
託
は
容
易
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
と
滑

り
込
む
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
求
め
る
作
者
と
は
、「
供
給
者
」
で
は
な
く
、「
生
産

装
置
の
変
革
」
を
お
こ
な
う
「
技
術
者
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
目
論
ま
れ
て
い
る

の
は
、
生
産
装
置
／
生
産
関
係
の
再
編
に
よ
っ
て
「
作
者
と
読
者
の
あ
い
だ
の

区
別
」
を
取
り
払
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
読
者
は
単
な
る
受
容
者
で
は
な
く
、

能
動
的
な
介
入
者
と
し
て
生
産
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
全
体

性
に
対
抗
す
る
、
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
「
組
織
化
機
能
」＝「
集
団
に
よ
る
制
作⑱
」

が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
作
者
論
に
お
い
て
は
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　

芸
術
作
品
に
よ
る
組
織
化
を
重
視
す
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
に
倣
う
な
ら
ば
、

あ
る
作
品
の
重
要
性
と
は
、
そ
の
作
者
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
持
っ
て
い
る
か

で
は
な
く
、
そ
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
人
間
を
作
り
出
す
か
、
と
い
う
こ
と
に

存
す
る
。「
冠
者
伝
」
で
は
、
慈
円
の
思
想
に
触
発
さ
れ
て
、『
平
家
物
語
』
の

作
者
に
な
る
人
物
の
姿
が
描
か
れ
た
。
あ
る
い
は
、『
平
家
物
語
』
の
思
想
に

触
発
さ
れ
て
、「
冠
者
伝
」
は
そ
の
作
者
の
「
伝
記
」
を
書
い
た
。
書
く
主
体

＝
作
者
へ
と
生
成
し
て
い
く
制
作
の
運
動
を
叙
述
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
「
冠
者

罅
割
れ
た
作
者
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伝
」
の
作
者
考
が
示
す
思
想
な
の
で
あ
る
。

注①　

江
藤
淳
「
文
芸
時
評
（
下
）」（『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
昭
40
・
11
・
27
）

②　

日
沼
倫
太
郎
「
文
芸
時
評
」（『
信
濃
毎
日
新
聞
』
昭
40
・
11
・
26
）

③　

柾
木
恭
介
「
革
命
の
思
想
と
非
暴
力
主
義

―
『
小
説
平
家
』
論
」（『
新
日
本
文

学
』
昭
42
・
８

）

④　

石
原
一
彦
「
言
葉
・
関
係
・
歴
史
の
奪
冠
（
上
）

―
『
小
説
平
家
』
の
世
界
」

（『
新
日
本
文
学
』
昭
59
・
12
）

⑤　

た
と
え
ば
冨
倉
徳
次
郎
『
平
家
物
語
研
究
』（
昭
39
・
11
・
20
、
角
川
書
店
）
は
、

『
徒
然
草
』
と
並
ん
で
『
醍
醐
雑
抄
』
の
記
事
に
注
目
し
、「
こ
の
二
つ
の
伝
え
の
共

存
を
認
め
る
」
と
し
て
い
る
。

⑥　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
33  

平
家
物
語  

下
』（
高
木
市
之
助
ほ
か
校
注
、
昭
35
・

11
・
５

、
岩
波
書
店
）

⑦　
「
覚
明
」
の
存
在
を
重
視
す
る
議
論
と
し
て
、
他
に
水
原
一
「
義
仲
説
話
の
形
成
」

（『
文
学
語
学
』
昭
35
・
12
）
な
ど
が
あ
る
。

⑧　

水
原
一
は
「
以
仁
王
の
幻
影
」（『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
昭
52
・
10
）
で
「
冠
者

伝
」
の
作
者
説
に
言
及
し
、
そ
れ
を
「
興
味
あ
る
一
説
」
と
し
な
が
ら
も
、「
所
詮

は
小
説
的
空
想
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

⑨　

加
美
宏
・
長
野
甞
一
「
対
談  

こ
こ
が
聞
き
た
い
文
学
史
（
28
）  

平
家
物
語

（
12
）」（『
国
文
学  

解
釈
と
鑑
賞
』
昭
45
・
４

）

⑩　

大
津
雄
一
『『
平
家
物
語
』
の
再
誕  

創
ら
れ
た
国
民
叙
事
詩
』（
平
25
・
７

・
30
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
な
ど
を
参
照
。

⑪　

益
田
勝
実
「
歴
史
社
会
学
的
研
究
」（『
国
文
学  

解
釈
と
鑑
賞
』
昭
41
・
８

）
な

ど
を
参
照
。

⑫　

永
積
は
す
で
に
「
石
母
田
正
氏
の
『
平
家
物
語
』
を
読
ん
で
」（『
文
学
』
昭
33
・

１

）
に
お
い
て
、
石
母
田
の
『
平
家
物
語
』
論
に
お
け
る
思
想
軽
視
に
反
対
す
る
姿

勢
を
示
し
て
い
た
。

⑬　

石
母
田
正
『
平
家
物
語
』（
前
掲
）

⑭　

杉
浦
明
平
・
松
島
栄
一
・
益
田
勝
実
・
尾
崎
秀
樹
・
大
竹
延
「
吉
川
文
学
の
問
題

点
」（『
大
衆
文
学
研
究
』
昭
38
・
１

）
に
お
け
る
松
島
の
発
言
。

⑮　

吉
川
英
治
『
随
筆
新
平
家
』（
昭
33
・
６

・
５

、
朝
日
新
聞
社
）

⑯　

吉
川
英
治
『
随
筆
新
平
家
』（
前
掲
）

⑰　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
生
産
者
と
し
て
の
〈
作
者
〉」（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
５  

思
考
の
ス
ペ
ク
ト
ル
』
浅
井
健
二
郎
ほ
か
訳
、
平
22
・
12
・
10
、

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
原
文
一
九
三
四
）

⑱　

桑
野
隆
『
危
機
の
時
代
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
バ
フ
チ
ン
、
メ
イ

エ
ル
ホ
リ
ド
』（
平
21
・
10
・
30
、
水
声
社
）
を
参
照
。

※ 

花
田
清
輝
の
作
品
の
引
用
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
全
て
『
花
田
清
輝
全
集
』
全

一
七
巻
（
昭
52
〜
55
、
講
談
社
）
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改

め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

罅
割
れ
た
作
者

二
三
九
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