
順

接

作

家

論

の

虚

構

性

ー
!
森
川
達
也
「
島
尾
敏
雄
論
」

虚
構
の
ま
っ
た
〈
の
原
初
は
意
識
に
は
じ
ま
る
。
日
常
、
私
た
ち
の
自
覚
で

き
る
意
識
は
、
意
識
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
云
う
説
明
が
あ
る
。

も
し
そ
う
を
ら
、
こ
の
二
重
構
造
の
た
め
、
意
識
と
い
う
も
の
は
、
明
瞭
に
と

ら
え
ら
れ
れ
ば
ら
れ
る
だ
け
、
本
来
の
ナ
イ
ー
ブ
さ
よ
h
y
遠
ざ
か
っ
た
も
の
と

し
て
構
築
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
え
る
わ
け
だ
。

意
識
が
念
を
押
さ
れ
、
反
省
さ
れ
、
記
憶
さ
れ
て
認
識
が
で
き
上
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
あ
る
表
現
の
形
を
と
る
と
き
、
そ
れ
は
一
層
、
無
意
識
左
次
元
か

ら
遠
ざ
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
っ
て
行
か
れ
る
。
ど
ζ

か
で
見
た
よ
う
で
は
あ
る

が
、
本
当
は
ま
だ
け
っ
し
て
見
知
っ
て
は
い
な
い
も
の
が
現
わ
れ
る
。
こ
う
し

て
、
表
現
の
段
階
は
、
も
う
は
っ
き

D
と
虚
構
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
は
、
と
に
か
く
文
表
現
だ
け
に
限
っ
て
考
え
は
じ
め
な
け
れ
ば

念
ら
な
い
。

さ
て
、
一
般
に
文
表
現
r
h
b
け
る
「
虚
構
」
と
は
、
文
芸
の
方
法
と
い
う
と

と
る
に
集
中
し
て
指
摘
さ
れ
、
狭
義

K
呼
称
さ
れ
る
。
と
れ
は
上
記
の
表
現
の

段
階
そ
の
も
の
が
不
可
避
的
に
、
意
識
、
心
理
に
対
し
て
虚
構
で
ち
る
と
い
っ

た
表
現
一
般
の
特
性
の
他
医
、
性
格
の
異
な
っ
た
他
の
表
現
要
素
が
そ
こ
に
付

を
一
例

K
l
!

向

窪

督

加
さ
れ
て
い
る
た
め
左
の
か
、
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、
単
に
表
現
の
強
度
差

の
た
め
念
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ゐ
ま
い
。

そ
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
た
め

κは
、
虚
構
と
い
う
も
の
が
姿
を
説
わ
し
は
じ

め
る
最
初
の
段
階
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
か

-
D
K
文
表
現
を
大
別
し
、
文
芸
、
論
文
、
そ
の
他
の
実
用
文
の

三
種
類
と
し
て
考
え
て
み
る
。

文
芸
は
、
実
用
文
の
類

K
対
立
し
て
非
実
用
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
見
ら

れ
る
と
と
が
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
目
的
に
つ
い
て
の
解
答
を
も
内
包
し

て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
何
か
の
実
用
の
目
的
を
持
た
念
い
で
普
か
れ
た
笑
用
文

は
存
在
す
る
は
ず
も
念
〈
、
事
実
、
，
実
用
文
と
は
何
か
'
と
い
っ
た
緊
迫
し

た
課
題
も
け
っ
し
て
あ

D
得
な
い
。
ぞ
れ
に
対
し
て
、
文
芸
の
方
に
は
、
絶
え

ず
、
，
文
学
(
士
宮
〉
と
は
か
'
と
い
う
真
剣
な
問
い
か
け
が
左
さ
れ
、
そ
の

故
K
と
そ
、
文
芸
の
主
体
的
存
在
意
味
が
維
持
さ
れ
る
と
い
っ
た
本
質
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
主
体
的
意
味
は
、
絶
え
ず
問
い
か
け
る
目
的
不
透
明
性
の
上

K

成

b
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
文
芸
の
虚
構
の
性
格
は
、
と
こ
か
ら
推
し
て

表
現
意
図
の
強
度
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
は
念
い
こ
と
が
目
算
さ
れ
る
の

だ
。
事
実
、
文
芸
の
公
然
の
虚
構
は
、
文
芸
以
外
の
文
表
現
に
は
ほ
と
ん
ど
姿

を
現
わ
さ
ず
、
た
と
え
ば
文
芸
に
接
近
し
て
い
る
実
用
の
文
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

K
沿
い
て
も
、
む
し
ろ
そ
の
点
が
文
芸
の
場
合

K
背
反
さ
え
す
る
点
で
あ
る
。
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と
す
れ
ば
、
文
芸
に
公
『
認
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
虚
構
の
最
初
の
領
域
で
あ
る

表
現
一
般
と
の
脈
絡
を
完
全
K
絶
っ
た
、
ま
っ
た
〈
特
殊
念
虚
構
な
の
だ
ろ
う

か
。
論
文
と
の
比
較
が
問
題
と
念
つ
で
ぐ
る
。

，
論
文
と
は
何
か
'
と
い
う
問

κ，
文
芸
と
は
何
か

H

と
即
答
を
求
め
ら
れ

る
ほ
ど
の
当
惑
を
感
じ
老
い
で
す
む
の
は
、
第
一

κ、
そ
の
表
現
目
的
の
透
明

度
の
故
で
あ
ろ
う
。
「

1
論
」
「
ー
を
め
ぐ
る
所
感
」
「

1
批
判
」
「

1
の

主
張
」
い
ず
れ
に
も
論
者
は
論
理
と
い
う
方
法
を
唯
一
の
展
開
動
力
と
し
て
自

己
の
主
題
の
結
論
を
目
ざ
し
て
表
視
を
行
う
。
つ
ま
h
y
、
g

な
に
に
つ
い
て
'

と
明
示
し
得
る
テ

l
マ
を
出
発
点
と
し
、

8

な
に
を
'
の
明
臨
時
念
認
識
を
表
現

の
目
標
と
し
、
，
い
か
に
'
の
方
法
を
、
論
理

κ般
っ
て
文
表
現
を
行
う
の
で

あ
る
。，

論
文
と
は
'
の
同
い

K
対
す
る
答
の
説
明
を
容
易
に
す
る
第
二
の
理
由
と

し
て
、
そ
の
方
法
が
文
表
現
の
質
そ
の
も
の
の
中
に
ま
ぎ
れ
込
ん
で
し
ま
わ
な

い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
文
芸
の
場
合

κは
方
法
と
文
表
説
そ
の
も
の
の
質
を
分

擁
し
て
は
、
一
つ
の
文
芸
の
表
現
の
意
義
は
捉
え
待
な
い
の
だ
が
、
論
文
に
な

い
て
は
、

ζ

の
方
法
と
文
体
と
を
か
な
h
y
容
易
に
分
権
さ
せ
て
、
別
個
の
問
題

と
し
て
と

P
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま

D
、
方
法
も
、
文
体
も
、
そ

れ
ぞ
れ
が
独
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
か
な

D
一
般
化
さ
れ
、
普
遍
化
さ
れ
て
い
る

の
で
る
る
。
そ
の
点
文
芸
の
場
合
、
方
法
と
し
て
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
し
ろ
、

と

P
あ
げ
る
テ

l
マ
に
し
ろ
、
す
べ
て
の
状
態
が
個
別
性
の
ょ
に
よ
ら
念
け
れ

ば
意
味
を
左
さ
を
い
。
文
芸
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
不
定
な
方
法
で
あ
る
と
い
う

と
と
が
、
論
文
と
の
比
較
に
必
い
て
よ

D
明
ら
か
と
な
る
。
前
意
識

i
意
識

|
認
識
|
表
現
、
と
い
う
経
緯
に
伴
っ
て
起
る
文
表
現
共
通
の
虚
構
は
、

文
芸
に
が
い
て
は
、
そ
の
表
現
目
的
の
不
透
明
性
を
は
じ
め
と
す
る
諸
条
件
の

作
用
を
と
う
む
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
個
有
念
方
法
に
顕
在
化
し
て
き

た
の
だ
と
い
う
と
と
が
察
知
で
き
る
。
表
現
の
目
的
と
方
法
が
不
定
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
個
別
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
意
識
と
認
識
、
認
識
と
表
現
、
表

現
と
形
式
、
と
い
っ
た
闘
に
あ
る
埋
め
が
た
い
断
絶
や
隙
き
聞
は
目
だ
ち
、
そ

れ
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
と
の
虚
構
の
姿
が
明
瞭
に
現
わ
れ
て
き
た
の
だ
と
い

え
よ
う
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
個
別
性
を
は
じ
め
と
す
る
文
芸
の
諸
条
件
の
た

め
に
公
然
の
虚
構
と
し
て
顕
在
化
し
た
の
で
あ

D
、
論
文
の
虚
構
は
、
そ
の
論

理
と
い
う
方
法
に
必
須
左
、
強
い
普
遍
性
の
中
に
潜
在
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
と
と
で
あ
る
。
論
理
と
い
う
形
で
普
通
的
に
方
法
化
さ
れ
で
き
上
っ
た

虚
構
性
は
「
虚
構
」
と
は
呼
ば
れ
左
い
。
遡
っ
て
、
実
用
文
は
、
一
般
に
、
表

現
目
的
が
端
的
明
瞭
で
、
方
法
も
常
識

κ依
存
し
て
い
て
，
い
か
に
'
と
表
現

方
法
を
と

D
上
げ
る
要
求
を
も
つ
ま
で
も
念
い
た
め

κ、
そ
の
「
虚
構
」
を
、

認
識
↓
表
現
、
の
段
階
で
も
云
々
さ
れ
る
要
を
も
た
な
い
。

ち
左
み
に
、
雑
駁
で
は
あ
る
が
、
文
芸
、
論
文
、
そ
の
他
の
実
用
文
、
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
の
比
較
を
簡
単
念
図
表
で
示
そ
う
。
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し

表
現
の
特
徴

さ
て
、
論
考
は
、
文
芸
と
論
文
が
暖
味
な
領
域
の
た
め
に
、
交
叉
し
た

D
、
隔

絶
し
た
h
y
す
る
と
と

K
注
目
す
る
こ
と
か
ら
進
行
す
る
ζ

と
に
な
る
。
二
つ
の

類
の
間
の
隔
絶
と
は
、
表
現
意
識
の
差
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
で
き
上
っ
て
〈
る
一



方
法
の
差
の
状
況
で
あ
る
。
と
〈

κ、
方
法
の
特
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
文
芸
の

個
別
性
を
基
盤
と
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
論
文
の
普
遍
性
を
基
礎
と
す
る
論
理
、

と
明
瞭
念
対
立
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
タ
根
本
ま
で
遡
っ
て
云
え
ば
、

両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
意
志

κと
も
な
っ
て
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
虚
構

を
表
現
方
法
の
上
で
逆
念
方
向
に
向
け
て
い
る
と
い
え
る
わ
け
だ
。
一
方
は
虚

構
の
不
定
の
ま
ま
の
自
由
を
、
他
方
は
虚
構
の
安
定
し
た
秩
序
を
求
め
て
で
あ

る。

両
者
の
領
域
が

κわ
か

K
交
叉
す
る
方
の
関
係
は
、
論
文
が
文
芸
を

対
象
と
し
た
場
合
と
い
う
特
定
念
事
情
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
の
理
由
の
分
析

は
、
単
に
そ
れ
は
ど
う
し
た
時
か
と
い
う
と
と
の
説
明
に
よ
っ
て
栄
た
さ
れ
る

ζ

と
で
あ

b
、
先

κ、
文
芸
と
笑
用
文
の
対
立
的
要
素
を
、
前
者
の
表
現
の
不

透
明
性
、
非
実
用
性
、
後
者
の
表
現
の
透
過
性
、
笑
用
性
と
見
て
き
た
、
そ
の

と
と
を
援
用
し
て
、
論
文
の
性
格
を
、
そ
れ
ら
対
磁
的
性
質
の
そ
れ
ぞ
れ
に
接
近

し
得
る
と
と
ろ

K
み
て
い
け
ば
そ
れ
で
充
分
な
の
で
る
る
。

要
す
る

K
、
問
題
の
核
心
は
、
文
芸

K
著
し
〈
接
近
し
す
ぎ
た
論
文
が
い
つ

の
間
に
か
そ
の
領
域
に
侵
入
す
る
と
い
う
現
象
に
あ
る
。
端
的
に
は
文
芸
評
論

の
場
合
に
そ
れ
が
生
じ
る
。
そ
う
し
て
、
一
文
が
依
然
と
し
て
論
文
の
範
鳴
の

も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
最
早
、
文
芸
の
一
分
野
な
の
で
あ
る
か
と
い

う
と

b
あ
げ
方
を
し
た
場
合

K
は
、
な
そ
ら
〈
納
得
す
べ
き
論
拠
が
み
つ
か
ら

左
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
方
法
の
一
般
的
形
式
を
重
視
す
れ
ば
、
論
文
の
領
域

の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
し
、
方
法
の
実
質
ゃ
、
表
現
主
体
の
内
面
的
傾
向
念

ど
を
注
目
し
て
い
け
ば
文
芸
の
領
域

K
入
れ
得
る
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
代
文

芸
評
論
の
一
つ
の
原
理
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
小
林
秀
雄
の
「
他
人
を
だ
し

に
し
て
自
分
を
語
る
」
は
、
も
は
や
論
文
が
明
ら
か
な
文
芸
へ
の
受
肉
化
を
果

し
て
い
る
境
を
云
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
論
文
の
表
現
方
法
の
普

次
に
、

一
般
性
へ
の
反
逆
が
み
ら
れ
、
方
法
の
個
別
化
が
公
然
と
策
さ
れ
る
こ

・
と
に
左
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
と
に
飛
躍
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
や
は
タ
論
理
を

方
法
と
す
る
文
表
現
で
あ
る
た
め

κ、
必
然
的
に
、
表
現
の
透
明
度
は
本
来
の

文
芸
よ

D
高
〈
、
従
っ
て
表
現
呂
的
も
明
噺
で
は
あ
る
。
え
だ
、
表
現
者
の
主

体
性
が
、
し
ば
し
ば
表
現
目
的
よ
タ
も
強
〈
は
た
ら
ぐ
た
め
、
論
文
の
方
法
と

し
て
の
普
遍
性
が
放
郷
さ
れ
、
方
法
的
に
も
個
別
性
に
立
脚
し
た
文
表
現
が
あ

ら
わ
れ
て
〈
る
と
ζ

ろ
が
注
目
す
べ
き
点
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
な
れ
ば
論
文
の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
論
理
の
秩
序
の
中
に
鴻
在

し
て
い
た
虚
構
が
、
文
芸
の
方
法
で
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
傾
向
を
か
び
て
顕

在
化
す
る
と
と
は
自
然
の
勢
い
で
あ
る
。
あ
る
文
芸
評
論
が
見
事
で
、
読
者
の

心
を
強
ぐ
捉
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
そ
れ
は
、
新
た
に
文
芸
の
要
素
を

身
に
つ
け
て
い
る
の
が
通
例
で
、
も
は
や
か
つ
て
の
原
初
的
な
論
文
の
虚
構
は
、

文
芸
の
顕
在
的
虚
構
へ
と
変
身
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
論
文
の
最
も
主
要
左

機
能
で
あ
る
対
象
解
明
は
、
そ
の
際
、
文
芸
の
創
造
作
用
に
い
っ
か
類
似
な
も

の
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
と
と
が
、
一
般

κ文
芸
作
品
を
対
象

と
す
る
論
文
全
般
の
あ

D
方
に
と
っ
て
、
発
展
な
の
か
、
あ
る
い
は
陥
奔
走
の

か
に
つ
い
て
は
、
視
点
を
固
定
さ
せ
念
い
で
一
概
に
論
じ
切
る
と
と
は
困
難
で

る
ろ
う
。
し
か
し
、
虚
構
を
あ
〈
ま
で
秩
序
の
下
に
潜
在
さ
せ
て
い
る
論
理
と

い
う
も
の
に
よ
っ
て
対
象
解
明
を
行
な
う
と
い
っ
た
人
文
科
学
の
論
文
の
表
現

目
的
ゃ
、
本
来
的
方
法
か
ら
は
明
ら
か
に
脱
し
て
き
で
い
る
と
と
は
云
え
る
。

科
学
は
目
的
の
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
少
〈
と
も
、
人
文
科
学
の
中
の
文
学
研

究
が
そ
の
主
旨
に
そ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
論
文
の
虚
織
は
論
理
の
中

に
潜
在
し
て
い
る
も
の
で
左
け
れ
ば
走
ら
念
い
。
直
接
に
苅
象
に
同
化
し
て
い

〈
虚
構
顕
在
の
傾
向
の
方
法
を
も
し
論
文
が
と
っ
て
行
〈
念
ら
ば
、
そ
れ
は
、

文
芸
を
対
象
と
し
を
が
ら
も
、
文
芸
の
方
法
に
よ
っ
て
影
議
さ
れ
て
、
再
生
的

遍
性
、
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創
作
行
為
に
ふ
け
っ
て
い
る
と
し
か
云
え
な
い
。
人
文
科
学
と
し
て
の
文
学
研

究
の
あ
る
べ
き
方
向
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
く
ま
で
対
象
を
対
象
と
し
て
見
据
え
、

視
点
を
同
化
さ
せ
ず
、
精
礁
を
方
法
の
軌
跡
を
え
が
い
て
対
象
を
解
明
す
る
と

と
が
、
文
芸
評
論
一
般

κ学
術
的
な
文
学
研
究
の
論
文
が
一
一
輝
を
画
す
る
所
以

で
あ
ろ
う
。
文
芸
の
虚
構
を
対
象
と
し
て
、
酷
薄

κ立
ち
向
わ
な
い
と
と
ろ
に
、

論
文
的
文
学
研
究
の
成
果
が
あ
h
y
得
ょ
う
か
。

ζ

の
点
、
論
の
対
象
と
し
て
史
的
展
望
、
思
潮
、
作
口
問
、
が
採

b
あ
げ
ら
れ

る
場
合
K
は
ほ
と
ん
ど
問
題
は
な
い
。
最
も
問
題

K
し
う
る
の
は
作
家
論
の
分

野
で
あ
る
。
と
の
一
文
で
、
文
芸
と
対
比
さ
せ
、
類
別
さ
れ
ね
ば
念
ら
ぬ
も
の

と
し
て
論
文
を
考
察
し
て
き
た
の
は
、
主
と
し
て
、
作
家
論
に
あ
ら
わ
れ
て
〈

る
、
暖
昧
さ
の
追
求
を
意
図
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
文
芸
の
主
性
格
で
あ
る
公

認
的
虚
構
と
、
個
別
性
、
表
現
目
的
の
不
透
明
性
に
と
も
す
る
と
最
も
よ
〈
接

近
し
、
類
似
し
て
〈
る
も
の
は
、
作
家
論
で
あ

p
、
そ
れ
は
作
家
論
を
構
成
す

る
切
合
の
私
事
宿
命
的
念
事
情
の
た
め
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
決
し
て
避
け
得

な
い
ζ

と
で
は
な
い
。

作
家
と
は
何
か
を
分
析
し
て
か
か
る
際
、
サ
ル
ト
ル

κζ
う
い
う
作
家
の
と

ら
え
方
が
あ
る
。

、、
あ
る
仕
方
で
言
う

「
人
は
一
言
内
J
ζ

と
を
選
ん
だ
か
ら
作
表
念
の
で
は
な
〈
、

ζ

と
を
選
ん
だ
か
ら
作
家
念
の
で
あ
る
。
」

、、

ζ

と
で
述
べ
よ
う
と
す
る
意
の
鎚
は
、
勿
論
「
あ
る
仕
方
で
」
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
。
一
応
は
方
法
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
が
、
無
論
意
識
的
な
手
法
の
と

と
で
は
念
い
。
先
刻
の
、
公
認
的
虚
構
、
個
別
性
、
表
現
目
的
の
不
透
明
性
念

、
、
、
、
、

ど
が
形
造
る
文
芸
の
表
現
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
か
。
ま
ず
、

ζ

の
点
を
欠
い
て
は
「
人
」
は
「
作
家
」
た

D
待
左
い
と
サ
ル
ト
ル
は
一
玄
う
の

で
あ
る
。
と
ζ

で
は
「
人
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

「
作
家
」
と
い
う
「
人
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
「
作
家
」
の
あ
り

方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
る
る
。
強
調
的
に
は
、
「
あ
る
仕
方
」
と
は
「
作

家
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
形
造
る
不
可
欠
要
素
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
な
に
げ
左
い
短
か
い
と
と
ば
の
中
に
は
順
理
も
逆
説
も
み
ど
と

K
共

存
し
て
い
る
む
「
人
」
↓
「
あ
る
仕
方
」
↓
「
作
家
」
は
臓
理
で
あ
る
が
、

見
方
を
か
え
れ
ば
、
「
あ
る
仕
方
」
|
「
作
家
」
は
そ
の
ま
ま
肯
定
と
し
て
む

す
び
つ
〈
が
、
「
人
」

l
「
あ
る
仕
方
」
は
少
〈
と
も
「
選
ん
だ
」
と
い
う
行

為
の
媒
介
を
経
念
い
で
は
決
し
て
結
び
つ
か
な
い
。
「
選
ん
だ
」
と
い
う
行
為

は
「
人
」
に
属
し
、
「
あ
る
仕
方
」
の
状
況
は
「
作
家
」
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

こ
と
に
、
人
と
作
家
と
の
事
実
上
の
断
絶
が
あ
ら
わ
に
左
る
。
人
は
実
体
だ
が
、

作
家
は
抽
象
で
あ
る
、
そ
の
断
絶
で
あ
る
。
し
か
も
サ
ル
ト
ル
の
肯
定
は
あ
く

ま
で
「
あ
る
仕
方
」

l
「
作
家
」
と
い
う
抽
象
の
側
に
あ
る
の
だ
。
サ
ル
ト
ル

の
叡
智
は
、
「
作
家
」
と
は
「
人
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
作
家
」
と
は
「
人
」

で
念
い
と
い
う
逆
説
を
、
「
あ
る
仕
方
」
を
中
心
課
題
と
し
て
重
視
さ
せ
て
、

乙
の
短
か
い
一
文
に
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ζ

の
「
あ
る
仕
方
」
は
、

「
人
」
の
側
と
「
作
家
」
の
側
、
強
ぐ
い
い
か
え
れ
ば
、
作
者
の
側
と
作
品
の

側
の
ど
ち
ら
の
側

K
も
必
須
K
か
か
わ

b
あ
い
念
が
ら
、
「
人
は
:
:
:
:
・
作
家

念
の
で
は
念
〈
」
と
い
っ
た
前
半
の
逆
説
的
左
記
述

K
よ
h
y
そ
の
ま
ま
行
為
さ

れ
た
結
果
と
し
て
の
作
品
の
側
を
照
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
サ
ル

ト
ル
の
意
図
は
表
現
主
体
の
質
を
あ
〈
ま
で
現
象
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
と

ろ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
現
在
の
我
々
の
問
題
に
な
き
か
え
て
み
れ
ば
、
そ

れ
は
、
「
作
家
」
が
少
〈
と
も
作
品
を
前
提
と
し
な
い
で
は
文
学
研
究
の
対
象

と
念

D
得
左
い
本
質
の
も
の
で
あ
る
と
と
を
暗
示
し
な
い
で
は
な
か
な
い
。
し

た
が
っ
て
一
連
の
作
品
が
照
射
さ
れ
、
「
あ
る
仕
方
」
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
と

き
に
の
み
「
作
家
」
は
抽
象
さ
れ
、
作
家
論
が
文
学
研
究
の
場
に
か
い
て
成
立
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と
れ
が
そ
ζ

よ
タ
導
か
れ
る
抽
象
的
作
家
論
の
原
理
念
の
で
あ
る
。
本
・

質
的

K
い
っ
て
、
文
学
研
究
の
場
で
は
、
作
者
そ
の
も
の
は
研
究
対
象
の
実
体

と
は
考
え
ら
れ
ず
、
既
成
さ
れ
た
作
品
が
ま
ず
篠
か
な
実
体
と
し
て
確
認
で
き

る
と
い
う
と
と
で
あ
ゐ
.
作
者
は
単
K
過
去
K
あ
る
不
明
確
な
事
実
に
過
ぎ
な

い
。
そ
し
て
あ
る
一
つ
の
文
学
を
代
表
し
、
文
学
更
の
意
味
を
担
い
、
同
時
K

そ
こ

κ価
伎
を
登
録
さ
れ
る
の
は
、
現
在
も
過
去
も
実
体
と
し
て
は
つ
い
に
姿

を
見
せ
ぬ
「
作
家
」
で
あ
る
。
作
者
の
、
再
び
侵
す
と
と
の
で
き
ぬ
作
品
の
世

界
か
ら
抽
象
さ
れ
て
ぐ
る
「
作
氏
」
と
い
う
、
ど
こ
か
で
見
た
と
と
の
あ
る
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
る
新
し
い
質
で
あ
る
命
文
芸
的
な
虚
構
を
用
い
念
い
で
は
作

者
は
「
作
家
」
の
代
役
を
呆
す
こ
と
は
で
き
念
い

o
i
l
i
-
-
と
れ
が
私
の
序

論
の
一
応
の
帰
結
で
あ
る
。
文
学
研
究
を
進
め
る
原
理
と
し
て
論
文
的
世
界
の

あ
夕
方
を
再
確
認
し
そ
の
上
に
立
つ
作
家
論
の
具
体
的
左
方
法
と
し
て
作
者
と

「
作
家
」
勺
分
離
を
あ
ら
か
じ
め
措
定
す
る
ζ

と
を
一
つ
の
仮
説
論
理
と
す
る

問
題
提
起
で
あ
る
。
も
し
万
一
、
文
芸
的
傾
向

K
堕
し
念
い
で
は
作
家
が
論
じ

ら
れ
念
い
左
ら
ば
、
近
代
文
学
分
野
で
の
作
家
論
の
学
術
的
成
立
は
困
難
以
上

の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
湾
学
故
。
早
計
で
あ
ろ
う
か
.
要
素
に
情
を
欠

か
せ
な
い
文
学
の
分
野
と
い
え
ど
も
学
術
的
研
究
が
、
方
法
論
的
K
は
、
知
、

理
、
の
領
域
に
の
み
成
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
と
は
、
偏
狭
な

見
解
で
あ
ろ
う
か
。

す
る
、さ

て
、
表
題
の
，
虚
構
性
'
と
は
、
文
芸
の
虚
構
性
が
作
家
論
を
支
配
す
る

傾
向
を
云
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
，
順
接
作
家
論
'
の
意
味
も
、
や
は

b
そ
の

線
上

K
現
わ
れ
る
論
と
し
て
「
作
者
」
↓
「
作
品
」
の
観
念
が
虚
構
性

κ結
び

つ
ぐ
も
の
の
と
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
然
そ
の
類
の
作
家
論

は
、
仮
説
し
て
き
た
，
論
文
的
'
作
家
論
の
も
つ
八
作
者

V
と
八
作
家

V
の
分

離
を
前
提
観
念
と
す
る
立
場
K
は
合
致
し
得
な
い
質
の
も
の
で
あ
る
。
八
作
者

V

と
八
作
家

V
の
分
離
と
い
う
仮
説
は
、
サ
ル
ト
ル
の
引
用
の
と
ζ

ろ
で
も
触
れ

た
が
、
現
実
に
実
在
す
る
人
八
作
者

V
と
、
条
件
左
ぐ
し
て
は
実
在
す
ぺ
〈
も

念
い
八
作
家

V
が
、
そ
れ
ぞ
れ
作
品
に
か
か
れ
る
際
の
結
び
つ
き
の
必
然
性
が

ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
と
ろ
か
ら
み
ち
び
い
た
も
の
で
あ
る
。

作
品
が
要
件
と
念
ら
左
い
か
ぎ

D
八
作
家

V
の
何
え
る
か
も
知
タ
待
な
い
と
い

う
事
実
か
ら
、
八
作
家

V
と
作
品
の
結
び
つ
き

κよ
h
y
強
い
必
然
性
を
み
た
の

で
あ
る
。
乙
れ
は
、
八
作
者

V
が
作
品
を
書
い
た
と
い
う
順
理
的
事
実
に
は
い

ち
じ
る
し
〈
反
す
る
捉
え
方
で
あ
る
が
、
文
芸
を
あ
ぐ
ま
で
研
究
者
の
前
K
対

象
と
し
て
措
定
す
る
立
場
を
前
提
と
し
て
面
持
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ζ

の
立
場

に
ι
布
い
て
は
、
八
作
者

V
は
ま
ず
作
品
実
在
の
必
然
よ
h
y
は
捨
象
さ
れ
る
。

つ
ま

D
、
そ
れ
は
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
る
文
芸
の
効
呆
の
明
確
化
さ
れ
る

ほ
ん
の
一
部
分
で
し
か
左
い
。
だ
か
ら
そ
の
作
品
を
も
た
ら
し
た
八
作
者

V
を

遡
っ
て
さ
ぐ
る
に
し
て
も
、
対
象

K
即
し
て
い
る
限
h
y
は
、
八
作
者

V
は
最
大

眼
の
と
乙
ろ
作
品
に
怒
意
的
に
ま
と
い
っ
〈
、
仮
想
で
あ
る
。
現
実
の
人
物
と

い
う
資
料
に
制
約
さ
れ
る
点
で
は
、
む
し
ろ
八
作
家

V
と
い
う
抽
象
か
ら
一
部
、

質
の
欠
落
を
ま
ぬ
が
れ
得
念
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
も
し
、
ハ
伶
岩

V

が
八
作
家

V
を
押
し
の
け
て
作
品
と
結
び
つ
〈
と
す
れ
ば
、
研
究
の
次
元
か
ら

別
次
元
に
は
み
だ
す
飛
躍
に
よ
る
し
か
左
い
。
文
表
現
を
果
し
て
し
ま
っ
た
後

の
八
作
者

V
は
、
伝
説
の
次
元
で
し
か
、
作
品
の
表
現
者
で
は
ま
い
か
ら
で
あ

る
。
八
作
家

V
と
作
品
の
結
び
つ
き
を
必
然
と
見
、
そ
れ
を
抽
象
と
し
て
と
ら

え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
八
作
家

V
が
八
作
者

V
を

仮
想
す
る
と
と
ろ
に
成
立
し
て
〈
る
と
は
云
え
、
論
的
K
は
、
そ
れ
ら
は
作
品

を
境
に
し
て
別
次
元
に
あ
夕
、
同
一
視
す
べ
き
で
な
い
と
と
を
方
法
論
の
主
題
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と
せ
ね
ば
左
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
作
家
論
が
文
芸
の
性
格
を
帯
び
、
本
来
の
論

文
よ

D
遊
離
し
て
作
品
化
さ
れ
る
要
因
は
、
作
品
傾
向
論
本
来
的
作
家
論
の
次

元

K
、
慾
意
的
、
断
片
的
な
作
者
評
伝
が
ス
ル
ス
ル
と
も
ち
込
ま
れ
た
・
9
す
る

と
ζ

ろ
に
あ
る
。
八
作
者

V
と
作
品
の
次
元
の
越
え
が
た
い
断
絶
が
一
拠
に
埋

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
文
芸
評
論
。
成
功
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
作
家
論

の
本
質
は
、
か
そ
ら
〈
、
文
芸
と
見
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
論
文
と
見
る
べ
き

で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問

K
は
答
え
得
な
い
質
の
も
の
で
あ
る
う
。
そ
ζ

に、

文
芸
と
同
質
念
虚
構
性
念
〈
し
て
は
、
想
起
さ
れ
た
過
去
の
現
実
の
人
物
の
創

作
行
為
を
め
ぐ
る
実
態
を
、
現
に
我
々
の
前
に
既
成
事
実
と
し
て
一
不
さ
れ
て
い

る
作

b
k
結
び
つ
け
て
語
タ
な
な
せ
る
ζ

と
が
可
能
念
は
ず
も
あ
る
ま
い
。
洞

察
と
い
う
も
方
法
如
何
で
は
往
k

に
し
て
仮
想
以
下
に
し
か
評
価
さ
れ
得
念
い

境

κあ
る
ζ

の
立
場
、
文
芸
評
論
的
作
家
論
は
、
終
始
、
作
家
と
し
て
の
八
作

者

V
が
、
作
品
を
菩
〈
、
と
い
う
順
接
に
さ
か
ら
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
も

し
〈
は
そ
う
装
-b
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
功
を
よ
く
か
ち
と
る
も
の
の
よ
う
で

あ
る
。
無
論
、
そ
れ
ら
の
作
家
論
は
、
，
八
作
家

V
を
作
品
か
ら
抽
象
す
る
八
作

者

V
は
作
品
と
の
脈
絡
を
絶
た
れ
た
も
の
'
等
の
原
理
的
で
奇
矯
友
抽
象
論
議

は
と
っ
〈
に
解
決
す
る
か
、
笑
殺
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
乙
と
は
い

え
る
だ
ろ
う
。
た
い
為
私
は
そ
の
成
羽
の
中
に
働
い
た
文
芸
的
虚
構
を
指
摘
し
、

そ

ζ
K
あ
る
論
文
と
し
て
の
作
家
論
の
厳
密
さ
如
何
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ

る。
附
胴
援
な
と
ら
え
方
の
、
八
作
者

V
と
八
作
家

V
を
分
離
し
な
い
作
家
論
の
方

法

κ、
は
た
し
て
文
芸
的
左
虚
構
を
逃
れ
h

工
場
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
論
理
の
ょ
に
、
今
、

あ
る
一
つ
の
作
家
論
の
場
合
を
具
体
的
に
と
り

あ
げ
て
み
る
。
た
ま
た
ま
と
り
あ
げ
る
と
の
作
家
論
は
、

4

森
川
達
也
氏
の
近
著

「
島
尾
敏
雄
論
」
で
あ
る
。
昨
今
、
私
の
研
究
テ

l
マ
が
島
尾
作
家
論
に
あ
っ

た
と
い
う
契
機
か
ら
で
る
る
。

乙
の
島
尾
論
は
、
単
行
本
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
い
液
初

の
も
の
で
あ
り
、
論
の
ほ
か
、
参
考
資
料
と
し
て
作
者
年
譜
、
作
品
年
語
、
作

品
集
刊
行
、
及
び
主
要
念
参
考
文
献
を
追
記
し
、
充
笑
し
た
書
冊
を
な
し
て
い

る
。
森
川
氏
の
論
点
は
、
彼
自
身
も
霊
園
の
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ

し
〈
、
同
世
代
と
し
て
の
作
家
、
島
尾
敏
雄
の
解
明
と
い
う
点
と
、
ぞ
れ
に
関

し
て
発
展
さ
せ
得
る
現
代
文
学
の
可
能
性
の
考
察
と
い
う
点
の
二
点
を
目
ざ
す

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
論
点
に
立
つ
ζ

の
論
の
説
得
力
の
第
一
は
、
論
の

骨
恐
そ
の
も
の
を
明
瞭
に
打
ち
だ
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
作
家
論
中
、
民
間
一
尾
は
二

つ
の
論
点
の
強
力
な
う
ず
ま
き
の
中
心
部
の
方
に
強
〈
ひ
き
ょ
せ
ら
れ
、
い
わ

ば
論
点
の
余
自
に
解
明
さ
れ
き
れ
左
い
で
息
づ
〈
そ
の
作
家
倣
と
い
っ
た
も
の

が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
念
い
か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
の
論
理
の

方
向
の
明
解
さ
と
、
力
強
さ
は
、
作
家
島
尾
敏
縫
の
一
質
を
分
析
し
た
ど
っ
て
い

〈
時
間
も
も
ど
か
し
〈
、
二
つ
の
論
点
の
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
斜
に
局
尾
の
部
分
を

さ
ぞ
い
込
む
。
説
明
的
に
云
え
ば
、
そ
の
論
点
そ
れ
ぞ
れ
で
評
論
家
森
川
氏
は
、

同
世
代
よ
の
友
と
し
て
島
躍
に
急
い
で
握
手
を
求
め
、
批
評
家
森
川
氏
は
、
可

能
性
と
い
う
鉱
石
を
さ
ぐ

D
あ
て
よ
う
と
し
て
島
尾
の
中
を
か
き
わ
け
選
び
、

捨
象
す
る
。
と
う
し
た
論
点
の
明
示
と
そ
の
演
縛
的
念
発
展
が
、
こ
の
作
家
論

の
格
想
を
明
瞭

K
打
ち
出
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
場
合
の
論
点
は
、
ほ
と
ん

ど
論
者
森
川
氏
の
文
芸
理
念
と
人
向
と
は
何
か

κ
つ
い
て
の
考
え
方
を
直
接
的

に
現
わ
す
も
の
と
み
て
ま
ち
が
い
は
な
か
ろ
う
。
作
家
論
の
示
す
方
向
づ
け
が

論
者
自
身
の
文
芸
理
念
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
馬
尾
に
な
け
る

さ
て
、
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新
し
い
手
法
の
発
見
を
現
代
文
学
の
一
つ
の
可
能
位
と
し
て
よ
ろ
ζ

び
、
同
時

κ、
一
面
で
は
そ
の
脱
出
し
き
れ
ぬ
私
小
説
的
版
界
を
愛
う
と
い
う
、
そ
の
一

点
K
集
中
し
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
森
川
氏
の
人
同
制
の
焦
点
は
、
苑
に
直
面

し
た
戦
争
体
出
棋
の
投
代
と
し
て
の
島
尾
を
去
る
ζ

と
が
念
い
。
森
川
氏
の
島
尾

敏
雄
を
捉
え
る
情
熱
は
、
明
瞭
に
も
、
，
人
を
ダ
シ

K
し
て
自
己
を
諮
る
同
小

林
秀
雄
の
評
論
精
神
を
、
論
点
を
通
し
て
告
白
し
て
い
る
よ
う

K
見
え
る
1

ζ

ζ
K
は
、
，
作
者
が
↓
作
品
を
書
い
た
'
と
い
う
順
接
的
事
笑
へ
の
素
直
衣
甘

え
が
感
じ
ら
れ
、
そ
の
点
作
者
像
再
構
成
へ
と
む
か
う
虚
構
性
は
、
あ
た
か
も

避
け
得
も
な
い
風
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
順
接
作
家
論
の
傾
向
を
も
っ
と
の
「
島

尾
敏
雄
論
」
は
、
意
外
に
も
、
文
芸
的
虚
偽
性
に
よ
る
論
の
作
品
化
よ

D
ひ
ょ

い
と
身
を
か
わ
し
て
い
ゐ
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
点
で
ζ

の
作
家
論
の
第
二
の
特
徴
で
あ
る
論
の
構
成

は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

森
川
氏
は
「
あ
と
が
き
」

κ、
そ
の
構
成
を
意
因
し
た
こ
と
を
語
る
。

「
全
章
を
三
つ
に
分
け
た
が
、
第
一
掌
は
で
き
る
候

P
氏
の
立
場
に
近
〈
身

を
誼
ζ

う
と
努
め
、
第
二
章
で
は
そ
れ
と
は
反
対
に
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
な

姿
勢
を
と
ろ
う
と
し
た
。
第
三
掌
で
は
ζ

れ
ら
二
つ
の
立
場
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

ほ
ぐ
は
氏
と
、
い
わ
ば
八
対
論

V
を
試
み
よ
う
と
考
え
た
。
」

そ
れ
ら
各
章
は
、
第
一
章
、
島
尾
敏
雄
の
体
制
柄
、
第
二
章
、
島
尾
敏
雄
の
作

風
、
第
三
章
、
島
尾
敏
雄
の
思
怨
、
の
各
表
題
を
も
つ
も
り
で
あ
る
。
つ
ま

p
、

氏
は
、
体
験
、
作
風
、
怠
媛
、
と
い
う
三
つ
の
角
度
か
ら
立
体
的
及
至
は
発
展

的
K
、
作
家
島
尾
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
の
問
題

点
は
そ
の
成
否
よ

D
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
、
一
応
、
次
元
の
巽
を

か
か
か
ト
レ
ち
か
除
レ
、
論
じ
て
い
る
と
と
ろ

K
あ
る
。
森
川
氏
の
意
図
が
仮

立
体
的
論
述
と
い
う
一
般
的
な
範
囲
を
出
な
い
も
の

p
k
、
島
尾
の
多
角
的
、

で
あ
っ
た
に
し
た
と
と
ろ
が
、
と
も
か
〈
こ
こ
に
果
さ
れ
て
い
る
方
法
上
の
成

果
は
、
順
接
作
家
論
に
不
可
避
念
論
の
作
品
化
傾
向
に
最
大
峰
に
捨
抗
し
て
い

る
点
に
み
る
と
と
が
で
き
る
。

そ
の
成
果
を
思
う
に
つ
け
て
、
森
川
氏
が
自
身
の
作
家
識
に
論
的
厳
街
さ
を

持
ち
ζ

も
う
と
す
る
意
図
の
外
に
い
た
と
は
思
わ
れ
繕
い
。
島
尾
論
の
中
核
が

第
二
章
の
「
作
風
」
に
あ
る
ζ

と
を
い
わ
ば
本
論
の
部
分
と
し
て
三
章
織
成
中

の
第
二
章
に
鐘
ぐ
こ
と
で
示
し
、
，
作
品
よ

P
↓
八
作
家

V
が
抽
象
さ
れ
る
'
抽

象
作
家
論
を
、
そ
乙
に
・
沿
い
て
目
し
て
い
た
の
で
は
左
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ

「
で
き
る
だ
け
客
観
的
左
姿
勢

κ立
と
う
と
し
た
」
と
語
る
第
二
章
の
本
論
の

み
で
、
冷
厳
に
作
家
論
を
了
え
る
ζ

と
が
で
き
左
い
森
川
氏
自
身
の
世
代
感
ゃ
、

文
芸
理
念
を
め
ぐ
る
情
熱
は
、
「
で
き
る
限

D
氏
の
立
場
に
身
を
量
〈
」
序
論

と
し
て
の
第
一
章
、
「
氏
と
い
わ
ば
八
対
話

V
を
試
み
よ
う
と
考
え
た
」
結
論

と
し
て
の
第
三
章
そ
れ
ぞ
れ
を
、
森
川
の
中
の
島
尾
の
体
験
と
し
て
、
森
川
の

中
の
島
尾
の
思
想
と
し
て
加
え
ず
K
は
会
れ
4

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

-
K
せ
よ
、
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
章
「
体
験
」
が
八
作
者

V
論
で
あ
夕
、
第
二

奪
「
作
風
」
が
八
作
家

V
論
で
あ
夕
、
第
三
章
「
思
想
」
が
論
点
の
明
確
化
を

あ
卦
骨
掛
と
し
て
画
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
構
成
の
上
K
立
っ
か
ぎ
夕
、

第
一
章
も
第
三
章
も
と
も
に
あ
る
べ
き
作
家
論
と
は
次
元
的
に
切
れ
Y

離
せ
る
ζ

と
を
示
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
乙
と
に
森
川
氏
の
「
島
尾
敏
雄
論
」
の
'
借
成
上
の

特
徴
が
あ
夕
、
一
見
し
て
順
接
作
家
論
と
見
う
け
ら
れ
左
が
ら
、
文
芸
的
作
品

化
に
よ
っ
て
研
究
論
文
的
左
価
値
を
そ
乙
な
わ
な
い
、
作
家
論
方
法
上
の
意
義

が
あ
る
。
と
ぐ
に
、

ζ

の
本
論
と
し
て
「
作
風
」
を
分
離
追
求
す
る
構
成
上
の

特
徴
は
、
文
学
一
般
を
語

p
、
論
者
の
文
芸
理
念
を
発
展
的
に
論
じ
る
中
に
も
、

池
象
作
家
論
の
論
的
純
粋
性
を
可
能
に
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
方
法
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
方
法
の
肯
定
の
よ

K
さ
ら
に
、
愚
論
の
論
点
「
順
接
作
家
論
の
虚
構
性
」
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に
即
し
て
森
川
氏
の
島
尾
論
を
考
え
て
い
〈
た
め
に
は
本
来
的
作
家
論
部
分

K

あ
た
る
、
第
二
章
，
島
尾
敏
雄
の
作
風

R

に
眼
っ
て
、
集
中
的

K
テ

i
マ
を
追

求
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
っ
て
釆
ょ
う
。

四

さ
て
、
肝
心
の
第
二
章
げ
い
な
い
て
、
第
一
に
森
川
氏
は
、
，
島
尾
の
作
風
'

本
質
を
「
内
容
'
一
「
素
材
」
を
つ
き
抜
け
て
そ
の
八
手
法

V
の
上

K
見
す
え
よ

う
と
す
る
。
つ
ま
h
y
、
そ
の
「
方
法
」
が
「
肢
を
あ
け
て
現
実
逃
避
を
試
み
、

限
を
つ
ぶ
づ
て
現
実
と
対
決
し
よ
う
と
す
る
」
畠
尾
の
汎
リ
ア
リ
ズ
ム
的
姿
勢

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
と
を
指
摘
し
、
島
尾
の
作
風
が
、
こ
の
方
法

を
基
盤
と
し
て
形
造
ら
れ
て
い
る
点
に
焦
点
を
合
わ
す
べ
き
だ
と
説
〈
の
で
あ

る
。
「
戦
争
体
験
も
病
萎
体
敏
も
、
共

κそ
れ
が
八
内
容

V
的
八
素
材

V
的
に
、

単
げ
い
い
わ
ゆ
る
戦
争
物
、
病
妻
物
と
な
っ
て
し
ま
わ
設
い
と
と
る
に
ζ

そ
氏
。
文

学
の
独
呉
を
価
値
が
あ
る
の
だ
。
」
と
森
川
氏
は
看
破
す
る
。
島
尾
文
学
が
作

品
の
八
内
容

V
〈
素
材

V
の
次
一
冗
を
離
れ
て
八
手
法

V
の
次
元
で
論
じ
ら
れ
る

と
き
、
島
尾
文
学
の
鍵
と
目
さ
れ
る

J
E
F

の
系
列
'
の
作
品
も
ま
た
、
単

K
夢

の
美
学
の
次
元
を
は
な
れ
て
、
超
現
実
風
な
手
法
と
い
う
と
と
ろ
に
そ
の
意
味

が
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
云
う
、
「
氏
は

こ
の
手
法

l
夢
を
八
内
容

V
八
素
材

V
と
し
て
書
〈
の
で
は
左
〈
て
ハ
手
法

V

と
し
て
駆
使
す
る
ζ

と
ー
に
よ
っ
て
、
従
来
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
全

〈
創
造
し
得
な
か
っ
た
、
新
し
い
小
説
発
想
法
と
そ
れ
に
よ
る
文
体
を
掛
ん
だ

の
で
あ
っ
た
:
:
:
。
」
と
。

そ
し
て
、
「
夢
の
本
質
」
を
、
「
日
常
生
活
に
却
し
念
が
ら
.
ぞ
れ
の
変
形

と
し
て
の
創
造
、
時
間
と
空
間
の
秩
序
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
日
常
生
活
を
捉
え

直
す
と
い
う
働
き
」
と
し
、
島
尾
文
学
の
第
一
の
意
味
を
、

秩
序
と
は
全
〈
別
質
の
秩
序
を
つ
ぐ
-D
出
そ
う
と
す
る
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
現
笑
の
世
界
の

「
努
力
」

r
h
h
v
と
う

の

こ
う
し
て
八
手
法

V
と
い
う
角
度
で
島
尾
文
学
を
裁
断
し
た
の
ち
、
森
川
氏

は
、
そ
の
八
手
法

V
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
を
、
島
尾
の
生
活
の
現
実
と
、

戦
争
経
験
と
に
か
ら
ま
る
日
常
と
異
常
の
相
割
に
み
よ
う
と
す
る
。
「
異
常
を

臼
常
で
、
あ
る
い
は
、
日
常
と
し
て
表
現
す
る
と
き
、
そ
の
矛
盾
し
た
緊
張
関

係
の
左
か
か
ら
、
現
実
へ
の
違
和
感
・
疎
外
感
・
異
常
感
覚
が
表
現
さ
れ
る
の

だ
。
島
尾
が
夢
の
手
法
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、

ζ

の
困
難
な
作

業
を
果
た
す
た
め
の
、
最
初
の
必
然
的
な
要
請
で
あ
っ
た
。
」
と
森
川
氏
は

八
手
法

V
の
必
然
性
を
謂
う
。
さ
ら
に
、
「
島
尾
は
八
夢
の
中
で
の
日
常

V
K

対
し
て
八
異
常
の
中
で
の
日
常

V
と
い
う
契
機
を
、
そ
の
文
学
の
左
か
で
ど
う

し
て
も
持
た
ね
ば
左
ら
左
〈
念
る
。
」
と
森
川
氏
は
進
め
る
。
そ
の
「
八
異
常

の
中
で
の
日
常

V
」
と
は
、
病
妻
物
に
織
か
れ
た
争
売
を
さ
す
の
で
は
念
〈
、

「
現
実
へ
の
違
和
感
、
疎
外
感
が
、
い
は
ば
む
き
出
し
の
形
で
積
緩
化
さ
れ
、

日
常
生
活
の
全
体
を
突
き
山
腕
す
よ
う
ま
危
機
感
と
な
っ
て
作
品
の
随
処
に
刃
初

の
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
る
」
日
常
生
活
の
秩
序
が
崩
渡
し
て
い
ぐ
「
危
機
感
」

と
呼
び
う
る
「
狂
気
」
の
状
況
を
云
う
の
で
あ
，
h
y
、
そ
の
「
狂
気
」
「
危
機
感
」

を
手
法
化
し
た
と
ζ

ろ
に
島
尾
文
学
の
意
義
と
特
質
が
あ
る
の
だ
と
森
川
氏
は

説
〈
の
で
あ
る
。

と
の
任
骨
ひ
事
訟
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て
島
尾
文
学
は
論
じ
ら
れ
、
作
風
は
分

析
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
森
川
氏
は
と
の
章
で
主
旨
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
段
階
の
第
二
と
し
て
、
森
川
氏
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
を
正
当
に
超

え
得
る
新
し
い
文
学
を
確
立
し
た
か
ど
う
か
の
点
で
島
尾
文
学
の
最
終
的
評
価

に
向
か
う
。
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氏
は
、

島
尾
文
学
が
、
サ
ル
ト
ル
の
い
う
こ
十
世
紀
文
学
の
構
造
の
条
件
で

あ
る
八
媒
介
物
も
距
維
も
な
い
主
観
の
主
左
リ
ア
リ
ズ
ム

V
を
獲
得
し
て
い
る

点
を
指
摘
し
、
次
に
は
八
読
者
を
作
中
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
の
左
か
に
は

い
ら
し
め
る
と
と
、
作
中
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
一
致
さ
ぜ
る
ζ

と
が
問
題
と
な

V
っ
て
い
念
い
点
を
述
べ
て
、
そ
の
作
品
が
読
者
を
ま
き
込
む

「
内
的
独
自
」
を
つ
ぐ
h
y
あ
げ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
単
元
的
念
か
ぎ
タ
の
も

の
で
あ
っ
て
、
相
矛
盾
す
る
作
中
人
物
の
多
様
な
意
識
を
生
き
さ
せ
る
こ
と
を

見
落
し
て
い
る
と
、
語
る
。
素
材
の
点
か
ら
で
は
な
〈
、
作
品
発
想
の
姿
勢
そ

の
も
の
か
ら
島
尾
文
学

K
私
小
説
的
な
限
界
を
見
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
評
価
の
論
旨
内
k

b
い
て
は
、
森
川
氏
が
作
品
発
想
の
姿
勢
を
中
心

点
と
し
て
問
題
に
す
る
意
図
の
論
的
正
当
さ
は
-
掛
け
る
し
、
む
し
ろ
、
第
二

、
、
、
、
、

章
「
作
風
」
よ
り
生
じ
た
論
の
最
大
収
穫
が
、
「
手
法
化
さ
れ
た
夢
」
と
い
う

と
ζ

ろ
に
あ
る
と
い
う
指
摘
に
も
充
分
な
説
得
力
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
愚
論
の
線
上

K
あ
る
か
ぎ
・
9
で
は
、
む
し
ろ
、
と
の
場
合
に
な
け
る

順
接
的
念
論
理
の
正
当
さ
や
、
現
在
で
の
文
学
鋭
の
常
識
か
ら
出
発
し
た
そ
の

明
断
さ
が
、
作
家
島
尾
敏
雄
よ

D
遊
離
し
た
意
味
と
左

D
は
じ
め
る
の
だ
。

構
成
上
あ
れ
ほ
ど
周
密

K
「
作
瓜
」
の
章
を
独
立
さ
せ
た
と
み
え
た
森
川
氏

は
、
分
析
に
な
け
る
明
断
さ
と
、
批
評
家
的
批
判
の
正
当
さ
に
、
ふ
と
わ
れ
を

忘
れ
過
ぎ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ー
作
家
研
究
の
観
点
か
ら
云
っ
て
で
あ

る。
鋭
利
に
、
怯
台
に
島
尾
敏
雄
の
意
恥
を
刻
挟
し
す
ぎ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、

『
作
品
発
想
の
姿
勢
・
手
法
、
そ
れ
ら
が

X
線
透
写
の
よ
う
に
浮
か
び
上
っ
て
来

て
い
る
う
ち
に
は
、
作
品
の
〈
素
材

V
が
い
と
も
容
易

K
捨
象
さ
れ
て
い
る
。

作
品
の
八
素
材

V
K
集
結
分
布
的
に
変
遷
の
あ
る
こ
の
島
尾
と
い
う
作
家
に
と

つ
て
は
、
実
は
そ
の
変
遷
そ
の
も
の
に
も
帰
納
的
左
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

作
品
ゃ
、
と
う
し
た
作
品
の
連
鎖
に
ナ
イ

1
グ

K
密
着
し
て
い
る
の
は
何
よ
タ

も
ま
ず
作
品
の
素
材
、
内
容
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
変
淳
一
の
大
様
は
、
た
し
か
に

八
作
家

V
を
抽
出
し
得
る
一
つ
の
重
要
な
手
が
か

P
念
の
で
あ
る
。
逆
行
的
な

八
作
家

V
?作
品
の
志
向
が
廃
さ
れ
、
八
作
者

V
↓
作
品
の
観
念
が
作
家
論
を

支
配
す
る
と
き
、
た
ち
ま
ち
文
芸
虚
構
的
な
ア
ン
チ
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
が
立
ち
現

わ
れ
る
と
と
は
既
に
述
べ
た
。
「
発
想
の
姿
勢
」
は
す
ぐ
に
も
八
作
者

V
論
に

つ
念
が
h
y
や
す
〈
、
ま
た
手
法
論
は
、
批
評
家
の
期
待
そ
の
も
の
を
語

D
出
す
。

hx
そ
ら
ぐ
は
、
願
接
作
家
論
の
文
芸
的
虚
構
を
、
意
図
し
て
避
け
、
三
章
の

繕
成
に
よ
っ
て
み
ど
と
氏
、
作
者
、
作
家
、
論
者
、
の
三
つ
の
立
場
を
そ
れ
ぞ

れ
論
じ
分
け
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
森
川
氏
は
、
そ
の
最
も
論
的

κ客
観
的
な

注
目
の
第
二
章
「
作
風
」
に
な
い
て
、
や
は

D
、
一
章
、
三
章
、
と
の
脈
絡
ゆ

え
に
か
、
八
作
家

V
抽
象
の
可
能
性
を
き
わ
め
尽
〈
せ
ず
、
そ
と
か
ら
、
ふ
と

八
作
者

V
の
方
を
ふ

D
返
っ
て
、
「
発
想
の
姿
勢
」
を
語

p
、
「
手
法
」
を
強

調
し
す
ぎ
て
、
論
者
自
身
の
期
待
を
露
呈
し
て
〈
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
三

章
の
「

1
の
思
想
」
の
論
旨
が
、
第
一
奪
戦
争
「
体
験
」
の
点
で
む
す
び
つ
〈

八
作
者

V
と
論
者
と
の
共
通
世
代
論
と
、
「
死
」
に
直
面
し
た
と
い
う
異
常
体

験
の
点
で
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
島
尾
と
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
対
比
と
い
う
人

生
体
験
論
と
の
相
交
わ
っ
た
展
開

κ終
始
し
て
い
る
と
ζ

ろ
か
ら
す
れ
ば
、
論

者
は
そ
ζ

で
強
引
に
八
作
者

V
を
寵
絡
し
、
交
情
を
遂
げ
て
し
ま
っ
た
と
さ
え

云
え
る
。
ま
た
云
え
ば
、
森
川
氏
の
視
線
の
八
素
材

V
K
対
す
る
い
さ
ぎ
よ
い

捨
象
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
第
二
章
「
作
風
」
を
、
八
作
者
〉
の
「
手
法
」
「
発

想
の
姿
勢
」
に
つ
を
げ
る
た
ぐ
ら
み
で
あ
る
と
さ
え
疑
わ
れ
て
く
る
の
だ
。
そ

う
念
れ
ば
、
愚
論
の
意
味
し
た
構
成
の
み
ど
と
さ
は
色
あ
せ
、
い
わ
ゆ
る
一
般

の
作
家
評
論
の
順
接
作
家
論
の
脈
絡
が
と
ζ

K
貫
通
す
る
ば
か

D
で
あ
る
。
や

- 30← 



唱.. ・

「
同
世
代
の
一
人
と
し
て
の
ほ
〈
が
期
待
す
る
」
「
四
十
八
オ
の

は
ず
で
あ
る
」
島
尾
敏
雄

κ
「
四
十
七
オ
の
年
末
か
ら
，
無
神
論
者
'
の
構
想

を
練
り
は
じ
め
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
と
と
を
付
記
し
て
、
」
「
大
き
〈
豊

か
K
展
開
さ
れ
る
」
作
品
を
期
待
す
る
と
い
う
、
第
一
一
一
章
の
論
者
の
期
待
が
む

き
出
し

K
さ
れ
た
終
幕
に
向
っ
て
真
直
に
つ
づ
〈
の
で
る
る
か
ら
、
愚
論
の
日

〈
「
第
二
章
『
作
風
』
が
八
作
家

V
抽
象
を
目
ざ
す
み
ど
と
念
三
点
草
分
割
構
成

の
本
論
部
分
で
あ
ろ
う
」

K
も
、
実
質
的
在
確
信
を
置
き
か
ね
る
し
、
そ
の
点

で
は
、
「
み
ど
と
左
構
成
」

K
つ
い
て
も
研
究
論
文
の
評
価
と
し
て
は
問
題
が

生
じ
る
。
呉
次
元
関
の
脈
絡
が
と
れ
ほ
ど
さ
し
迫
っ
て
必
須
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
っ
た
疑
義
か
ら
は
「
繕
成
」
の
意
味
内
容
が
疑
わ
れ
て
く
る
。

関
連
し
な
が
ら
、
再
作
第
二
章
の
引
用
に
戻
ろ
う
。

さ
て
、
森
川
氏
は
と
の
章
の
終

D
K近
〈
、
「
島
尾
」
と
「
志
賀
」
、
「
島

尾
」
と
「
カ
フ
カ
」
の
対
比
を
行
う
。
「
島
尾
と
志
賀
を
同
系
列

k

b
〈
場
合
」

は
「
両
氏
が
共

K
文
体
の
確
立
を
め
ざ
し
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
」

と
い
う
。
そ
し
て
、
「
両
氏
は
い
ず
れ
も
感
覚
の
客
観
性
を
保
証
し
よ
う
と
必

死
の
努
力
を
払
っ
た
型
の
作
家
で
あ
」

b
、
「
共

K
生
活
感
覚
の
内
的
リ
ズ
ム

を
日
常
細
事
の
デ
テ
ー
ル
の
上

K
保
証
し
、
そ
し
て
そ
の
と
と

K
よ
っ
て
、
小

説
の
社
会
性
、
客
観
性
を
得
ょ
う
と
す
る
点

κ関
し
て
も
一
致
し
て
い
る
」
と

云
う
。
さ
ら
に
そ
の
相
違
和
目
、
「
志
賀
の
場
合
、
そ
の
生
活
感
情
の
内
的
リ
ズ

ム
と
日
常
細
事
と
の
あ
い
だ

K
違
和
感
が
な
い
に
反
し
、
島
尾
は
む
し
ろ
、

そ
の
現
実
と
の
違
和
感
を
ど
の
よ
う
に
日
常
細
事
で
保
証
す
る
か
と
い
う
矛
盾

の
念
か
に
自
ら
を
な
い
て
い
る
」
と
分
析
す
る
の
と
の
「
私
小
説
に
な
い
て
も
、

そ
の
発
想
法
の
技
法
の
面
だ
け
か
ら
と
れ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
左

い
か
と
常
に
怠
っ
て
い
る
」
見
解
か
ら
の
両
者
の
結
ぴ
つ
き
の
発
想
は
大
い
に

掛
ず
け
る
し
、
カ
フ
カ
と
の
対
比
を
、
「
カ
フ
カ
と
主
人
公
と
の
あ
い
だ
の
冷

が
て
論
一
は
、

作
家
の
自
己
に
対
す
る
厳
し
さ
と
取
タ
違
え

淡
左
む
し
ろ
否
定
的
友
関
係
を
、

る
と
と
ろ
に
私
小
説
の
発
想
が
ひ
そ
む
」
と
し
て
い
る
あ
た

b
は
会
そ
ら
く
妥

当
念
作
家
考
察
が
働
い
て
い
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
次

K
つ
づ
〈
「
島
尾
は
新
し

い
私
小
説
を
書
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
し
、
ま
た
、
島
尾
は
恥
骨
h
w
か
卦
仲
介

争
を
意
図
し
な
が
か
、
な
な
私
小
説
的
歪
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
し

て
、
「
松
山
d

甘
か
枠
仏
L

秒
上
仕
ひ
と
か
や

r
rか
小
、
貯
ひ
と
仏
L

惜
し
か
」
(
筆

者
傍
点
)
と
述
べ
る
語
h
y

ロ
K
は
や
は

D
論
者
の
ア
プ
リ
オ
リ
左
評
論
家
的
私

小
説
否
定
の
思
想
が
、
作
家
を
論
ず
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
八
作
者

V
K期
待

さ
れ
て
い
た
気
配
を
感
じ
な
い
で
は
左
い
。

島
尾
の
夢
を
「
手
法
」
と
し
た
点
は
「
新
し
い
」
是
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
私

小
説
」
は
非
と
し
て
も
と
も
と
論
者
の
中
に
決
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ

う
し
た
歯
切
れ
の
良
さ
は
、
彼
自
身
の
思
想
と
距
離
を
な
か
な
い
で
第
三
章

「
島
尾
敏
雄
の
思
想
」
を
作
り
上
げ
て
い
と
う
と
す
る
た
く
ら
み
で
あ
る
ζ

と

を
ふ
と
、
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
.
「
夢
の
手
法
化
」
を
島

尾
の
新
し
さ
の
評
価
と
し
て
と
り
上
げ
る
と
と

K
は
森
川
氏
の
発
見
が
な
い
で

は
設
い
が
、
そ
の
論
を
な
し
す
す
め
る
よ
に
、
作
品
の
素
材
と
し
て
の
夢
ゃ
、

素
材
の
私
小
説
的
傾
向
に
対
す
る
等
閑
視
が
論
を
た
す
け
て
効
用
を
う
け
も
っ

と
し
た
ら
、
〈
作
家

V
論
的

κは
、
実

K
「
夢
の
手
法
化
」
と
い
う
「
新
し
い

文
学
的
成
功
」
は
、
根
左
し
草
の
説
と
左
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
左
る
わ
け
だ

U

単

K
私
小
説
性
そ
の
も
の
が
島
尾
の
限
界
を
か
た
ち
づ
く
る
と
し
て
作
家
論
が

か
わ
る
の
で
は
左
〈
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
と
の
八
作
家

V
の
出
発
点
で
あ
っ
た

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
作
家
島
尾
論
は
考
え
ら
れ
左
い
だ
ろ
う
か
。
主
題
的
に

云
え
ば
、
素
材
が
こ
れ
ほ
ど
あ
ざ
や
か
に
「
方
法
」
に
昇
華
し
た
り
、
性
格
の

呼
称
だ
け
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
み
で
捨
象
さ
れ
た
り
す
る
見
方
は
論
的
制
約

を
自
ら
に
諜
さ
左
い
論
者
の
怒
意
と
は
い
え
ま
い
か
υ
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「
戦
争
物
」
「
病
委
物
」
が
、
〈
作
家

V
島
尾
の
素
材
的
念
事

実
で
あ
る
ζ

と
は
否
め
ず
、
「
戦
争
」
も
「
病
裳
」
も
、
異
常
体
験
で
は
あ
っ

て
も
あ
る
待
期
の
連
続
体
と
し
て
八
作
者

V
島
尾
の
日
常
を
な
し
て
い
た
と
い

う
ζ

と
が
事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
た
場
合

K
は
、
当
然

K
私
小
説
性
は
、
島
田
尾

文
学
の
大
前
提
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ハ
作
家

V
と
ハ
作
者

V
が
等
価
で
な

い
ζ

と
は
今
さ
ら
さ
う
ま
で
も
な
い
が
、
私
小
説
性
の
確
認
の
場
合

K
は
と

D

た
て
て
ハ
作
者

V
が
ハ
作
家

V
抽
象
に
後
見
と
し
て
立
ち
合
わ
な
い
わ
け
に
は

い
か
左
い
事
情
が
あ
る
。
醤
え
て
云
え
ば
素
材
と
は
ハ
作
者

V
と
い
う
蜘
妹
が

ハ
作
家

V
の
次
元

K
向
台
て
吐
き
出
し
た
糸
な
の
で
.
蜘
昧
の
腹
中

K
あ
る
何

か
と
は
す
で
に
、
形
質
の
変
っ
た
も
の
で
る
ろ
う
が
、
そ
れ
が
、
女
郎
蜘
妹
の

も
の
で
あ
る
か
、
平
蜘
妹
の
も
の
で
あ
る
か
の
差
を
云
う
に
は
や
は

P
腕
妹
の

名
称
の
助
け
を
借

P
る
の
が
、
蜘
妹
の
巣
の
美
し
さ
や
構
造
の
秘
密
を
求
め
よ

う
と
し
て
.
あ
る
蝋
味
の
腹
中
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
.
現
実

K
蜘
昧
の
巣
の
美
し

さ
を
目
前
に
し
て
い
る
者
に
は
考
え
ら
れ
な
い
愚
行
で
あ
ろ
う
。
彼
は
吐
き
出

さ
れ
た
糸
の
次
元
寸
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
そ
の
一
筋
一
筋
を
宙

K
す
か
し

て
見
る
だ
ろ
う
υ

し
か
し
そ
れ
が
ど
う
い
う
輝
き
や
形
状
を
持
つ
に
し
ろ
、
観

察
者

K
と
っ
て
出
発
は
調
味
の
糸
と
い
う
素
材

K
自
を
と
め
て
い
く
と
こ
ろ
以

外
に
は
な
い
は
ず
設
の
だ
の
そ
の
点
、
森
川
氏
は
す
こ
ぶ
る
演
'
躍
的
に
す
ぎ
た

き
ら
い
が
あ
り
は
し
な
い
か

U

「
ま
た
氏
の
生
い
立
ち
ゃ
，
家
庭
の
事
情

'
l
l
a
特
K

，
病
妻
物

N

と
呼
d

れ
る
妻
の
狂
気

i
を
書
い
た
私
小
説
と
し
て
の
作
品
を
、
た
だ
そ
の
素
材
の

類
似
性
か
ら
こ
れ
ま
で
の
私
小
説
作
品
の
あ
れ
と
れ
と
比
較
す
る
と
と
の
見
当
違

い
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ζ

乙
で
確
認
し
て
な
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
む
し
ろ
逆

K
、

戦
争
体
験
も
病
妻
体
験
も
共

K
そ
れ
が
，
内
容
'
的
，
素
材
'
的
に
単

K
い
わ

ゆ
る
戦
争
物
、
病
妻
物
と
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
と
と
ろ

K
ζ
そ
氏
の
文
学
の
独

た
と
え
ば
、

割
高
念
価
値
が
あ
る
の
だ
の
」
を
森
川
氏
は
語
る
の

一
作
家
の
個
別
性
を
強
〈
論
の
対
象
に
見
出
そ
う
と
じ
て
い
る
か
ぎ

D
の
森
川

氏
に
異
論
を
さ
し
は
さ
む
と
と
は
で
き
左
い
。
が
、
そ
の
正
論
の
中
、
「
ζ

れ

ま
で
の
私
小
説
作
品
の
あ
れ
と
れ
と
比
較
す
る
と
と
の
見
当
違
い
。
」
(
筆
者

傍
点
)
と
か
「
戦
争
体
験
も
、
病
妻
体
験
も
共

K
そ
れ
が
単
に
い
わ
ゆ
る
『
内

容
的
に
』
『
素
材
的
に
』
戦
争
物
、
病
妾
物
と
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
」
と
か
い

っ
た
箇
所
に
も
、
素
材
と
し
て
の
戦
争
物
、
病
妻
物
が
一
挙
に
「
手
法
」
に
よ

っ
て
高
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
体
臭
る
る
考
察
を
関
却
化
す
-
ゐ
、
論
者
の
文
芸
価

値
論
の
性
急
さ
が
顔
を
出
す
の
を
見
る
よ
う
に
思
う
の
は
私
の
ひ
が
自
で
あ
ろ

う
か
。ま

ぎ
れ
も
な
く
、
戦
争
物
、
病
萎
物
、
の
素
材
は
ハ
作
家

V
島
尾
の
決
定
的

な
事
実
と
し
て
現
わ
れ
‘
こ
う
し
た
日
常
は
異
常
と
い
う
よ

D
も
ぬ
ぐ
い
去
れ

ぬ
事
実
と
し
て
連
続
し
、
止
ま
な
い
た
め
、
い
っ
そ
う
日
常
を
離
れ
ぬ
質
の
も

の
で
さ
え
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
何
げ
な
い
日
常

K
対
す
る
感
覚

は
自
我
確
認
を
志
向
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
だ
け
不
安
定
な
傾
向
を
生
じ
る
。

異
常
な
は
ず
の
「
夢
」
が
日
常
の
事
実
と
し
て
、
事
実
と
枯
守
備
に
、
い
や
む
し

ろ
そ
れ
よ

D
も
生
々
し
く
、
た
し
か
な
現
実
と
し
て
ハ
作
家

V
島
尾
に
あ
る
と

と
.
そ
の
作
品
の
素
材
吟
表
現
的

κ云
え
ば
ま
っ
た
く
伶
貸
昨
左
松
ケ
説
世

を
見
逃
さ
ぬ
冷
静
さ
を
、
と
の
際
作
家
論
は
欠
い
て
は
な
る
・
ま
い
の
と
い
う
の

も
、
そ
の
と
と
は
、
私
自
身
か
つ
て
、
作
品
の
成
立
期
と
モ
チ
ー
フ
加
分
類
の

一
覧
表
か
ら
、
つ
ま
り
ハ
作
者

V
↓
作
品
か
ら
で
は
な
く
ハ
作
家

Y
↑
作
品
の

観
念
の
方
法
化
と
い
う
ヶ

i
ス
か
ら
抽
出
し
得
た
と
と
の
さ
さ
や
か
な
成
果
な

の
だ
か
ら
。
る
る
い
は
、
な
そ
ら
く
、
い
わ
ゆ
る
「
事
実
」
と
「
夢
」
を
比
較

し
て
み
る
時
、
「
夢
」
の
要
素
が
よ
り
太
き
く
島
尾
作
品
を
浸
し
て
い
る
と
い

う
と
と
を
、
森
川
氏
は
「
手
法
」
と
い
う
点
に
捉
え
ら
れ
た
の
で
る
ろ
う
が

-32-



と
に
か
く
「
夢
」
の
素
材
伎
を
肯
定
す
る
よ

K
し
か
、
，
「
夢
」
を
「
手
法
」

と
す
る
'
島
尾
文
学
の
解
明
は
肯
定
さ
れ
得
ま
い
じ
ハ
作
家

V
島
尾
敏
雄
に
が

い
て
「
夢
」
は
他
の
私
小
説
的
素
材
の
場
合
と
同
様
、
「
事
実
」
の
一
つ
の
体

験
と
し
て
現
わ
れ
、
以
後
、
他
の
体
験
、
家
庭
の
事
情
、
病
院
生
活
な
ど
と
い

う
悪
夢

κ近
い
「
事
実
」
と
し
て
内
容
素
材
が
求
め
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が

島
尾
文
学
の
範
囲
な
の
だ
か
ら
。

と
の
意
味
で
、
「
私
小
説
」
「
素
材
」
に
捉
わ
れ
な
い
島
尾
敏
雄
の
可
能
性

は
、
骨
払

wrの
夢
想
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
の

，
文
学
は
い
か
に
あ
る
ぺ
き
か
'
の
命
題
は
、
ま
ず
一
一
般
に
、
所
謂
「
作
家
」

と
い
う
も
の
を
虚
構
す
る
の
だ
ω

当
然
、
そ
の
際
の
「
作
家
」
は
、
事
物
と
し

て
の
個
別
性
で
る
る
作
品

κ密
着
し
た
作
家
と
合
致
し
得
な
い
υ

ハ
作
者

V
が

可
能
性
の
素
材
と
し
て
、
ハ
作
家

V
の
役
で
論
の
中
に
す
べ
・
9
込
む
の
は
と
の

と
き
で
あ
る
の
そ
し
て
ハ
作
者

V
↓
作
骨
の
発
想
の
も
と

K
M
或
る
「
作
家
」
'

の
虚
構
が
生
ま
れ
る
。
研
究
者
が
評
論
家
と
な
る
の
は
、
じ
つ
に
と
の
場
合
で

あ
る
。と

ζ

ろ
で
、
森
川
氏
の
前
提
的
に
一
玄
っ
て
い
る
、
「
夢
」
が
と
の
作
家
解
明

の
重
要
な
鍵
と
な
る
と
と
に
は
ま
っ
た
く
呉
論
の
余
地
は
な
い
わ
け
で
、
「
夢
」

と
「
事
実
」
を
混
沌
と
し
た
意
識
で
詣
晦
す
る
と
い
う
か
、
む
し
ろ
、
説
め

切
っ
た
目
で
二
つ
の
世
界
を
自
由

K
放
浪
す
ゐ
と
い
っ
た
奇
妙
な
作
家
島
尾
敏

雄
K
は
‘
あ
の
「
孤
島
夢
」
以
来
、
振
れ
y

か
え
っ
て
は
自
己
の
視
野
に
あ
る
す

べ
て
の
事
実
を
た
し
か
め
よ
う
と
す
る
偏
執
的
な
欲
求
が
続
く
の
だ
。

ζ

れ
を

作
家
の
「
手
法
」
と
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
尖
鋭
な
見
方
で
あ

p
、
全
面
的

K
反
対
と
は
い
わ
念
い
が
、
る
く
ま
で
素
材
と
し
て
の
「
夢
」
と
、
い
わ
ば
、

「
自
を
あ
け
た
」
「
事
実
」
の
作
品
の
生
れ
る
経
過
の
上

K
し
か
現
わ
れ
よ
う

の
な
い
彼
独
特
の
汎
リ
ア
リ
ズ
ム
現
象
の
経
緯
の
い
ず
れ
の
点
を
も
捨
象
し
な

い
ζ

と
を
前
提
と
し
て
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
の
制
約
を
受
け
左
い
作
品
と
い
う

も
の
が
一
般
に
存
在
し
な
い
以
上
、
ユ
ニ
ー
ク
と
は
い
い
な
が
ら
、
島
尾
は
私

ム
ゲ
卦
か
素
材
の
範
囲
内

k
b
w
て
の
み
¥
。
ど
と
に
「
夢
」
の
恥
安
骨
骨
を
山
ソ

デ
リ
ス
パ
A

と
し
て
定
着
し
て
来
た
ハ
作
家

V
で
る
る
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。

「
手
法
」
は
「
夢
」
を
含
め
た
私
小
説
素
材
の
中
の
そ
の
範
囲

κな
け
る
一
つ

の
必
然
的
左
表
現
傾
向
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
強
い
「
手
法
」
肯
定
と
、

「
私
小
説
」
性
否
定
が
、
同
一
時
点
で
強
調
さ
れ
た

p
す
る
と
、
素
材
の
意
味

を
捨
象
さ
れ
た
ハ
作
家

V
島
尾
の
す
べ
て
の
成
功
の
作
品
は
、
む
し
ろ
手
法
に

よ
る
よ

D
も
、
偶
然
の
傑
作
と
い
う
と
と
に
も
な

D
か
ね
な
い
。
「
手
法
」
は

作
品
そ
の
も
の
と
の
等
価
で
は
左
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
結
局
、
作
品
の

質
に
か
い
て
も
、
「
手
法
」
と
い
う
よ
タ
も
「
作
風
」
と
し
か
呼
ペ
な
い
よ
う

な
ば
い
素
材
的
条
件
が
ま
た
ぞ
ろ
帰
つ
で
ぐ
る
と
と
が
当
然
左
の
で
あ
る
。
一

「
作
風
」
は
ハ
作
者

V
の
も
の
で
は
な
く
、
作
品
群
の
も
の
で
あ

D
、
ハ
作
家

V
日

の
も
の
で
る
る
こ
と
は
繰
返
し
述
べ
た
が
、
森
川
氏
の
る
ざ
や
か
な
論
構
成
中
一

の
問
題
の
章
、
「
作
風
」
に
そ
の
こ
と
を
閑
却
化
し
て
い
る
と
と
ろ
が
あ
り
は

す
ま
い
か
と
考
え
る
所
以
で
る
る
。

「
手
法
」
が
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
絶
え
ず
左
右
さ
れ
る
も
の
と
そ
真
の
意
味

で
の
リ
ア
リ
ス
ム
で
あ
る
の
私
に
は
、
「
夢
」
と
「
事
実
」

K
か
ら
み
つ
か
れ

た
忌
厚
文
学
の
私
小
耕
的
モ
チ
ー
フ
の
ょ
に
き
丁
ク
念
リ
ア
リ
ス
ム
が
現
わ
れ
出
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
!
ー
ー
ハ
作
家

V
暴
露
命
詳
の
給
対
的
私
小
部
性
を

限
界
と
し
て
G

「
夢
」
を
「
事
実
」
ま
た
は
そ
の
交
点
w
い
あ
た
る
も
の
と
し
て
。

森
川
氏
の
「
手
法
」
と
「
私
小
説
的
限
界
」
を
語
る
鋭
〈
.
情
熱
的
な
第
二

章
「
作
風
」
の
論
調
の
中

K
.
印
象
ず
る
ど
と
〈
、
も
し
，
素
材
'
，
モ
チ
ー

フ
'
の
晴
却
化
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

ζκ
、
ハ
作
者

V
↓
作
品
の
意
識
に
も

と
ず
〈
順
接
作
家
論
の
の
構
性
が
浮
か

.0
上
っ
て
く
る
わ
け
で
、
乙
の
点
が
私



の
森
川
「
手
法
」
論
に
つ
い
て
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
問
題
点
な
の
で
あ
る
。
彼
、

森
川
氏
が
「
手
法
」
を
「
抽
象
的
な
も
の
」
と
い
っ
て
い
る
か
ぎ
・
9
、
私
は
単
一
-

K
、
小
姑
的
在
感
覚
を
奔
し
て
い
る
だ
け
か
も
知
れ
乏
い
の
だ
け
れ
ど
も
の

愚
論
の
終

P
K
論
旨
と
も
は
ず
れ
、
ま
っ
た
く
蛇
足
を
承
知
で
つ
け
加
え
て

hx
き
た
い
と
と
が
あ
る
臼

1

・

先

κ、
森
川
氏
の
、
「
体
験
」
「
作
風
」
「
思
想
」
の
三
分
構
成
を
見
事
と

評
し
た
が
、
と
れ
も
薄
学
故
か
私
は
ハ
作
家

V
の
「
思
想
」
抽
象
の
と
と
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
が
、
作
家
論
の
単
な
る
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
よ
h
y
も、

よ
b
高
度
に
困
難
念
研
究
方
法
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
、
そ
の
た
め
か
、

，
ハ
作
者

V
の
思
想
'
を
骨
骨
わ
か
ζ

と
に
つ
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
も
っ
と

も
容
易
な
と
と
だ
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。

ー
昭
4

・
9
月
l
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