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な
ぜ
「
作
者
」
を
死
な
せ
る
の
か
？

ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン
・
プ
ラ
ダ
ン

文
学
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
、
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
課
題
。
そ
れ
は
「
作
品
」
と
「
作
者
」
の
問

題
で
あ
る
。
作
品
と
は
、
文
学
の
分
野
で
言
え
ば
、
言
語
を
使
っ
て
創
ら
れ
た
物
語
の
こ
と
で
あ
り
、
芸
術
の

一
種
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
物
語
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
作
品
の
創
作
者

を
作
者
と
い
う
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
考
え
て
み
れ
ば
難
解
な
問
題
で
も
あ
る
。
本
エ
ッ
セ
イ
で
は
、

主
に
後
者
の
「
作
者
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
こ
う
と
思
っ
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
ハ
ル

オ
・
シ
ラ
ネ
ほ
か
編
の
『〈
作
者
〉
と
は
何
か
―
継
承
・
占
有
・
共
同
性
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）（
以

下
、
便
宜
上
『〈
作
者
〉
と
は
何
か
』
と
表
記
）
と
い
う
本
を
読
ん
だ
こ
と
。
二
つ
め
は
、
先
日
、
あ
る
本
屋
を

訪
れ
た
時
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
関
連
の
特
設
コ
ー
ナ
ー
に
遭
遇
し
た
こ
と
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
こ
と
は
あ

と
で
述
べ
る
と
し
て
、
ま
ず
シ
ラ
ネ
編
の
本
か
ら
始
め
よ
う
。

シ
ラ
ネ
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」
論
と
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
「
作
者
と
は
何
か
」
を
取

り
上
げ
つ
つ
、
作
者
論
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
独
創
的
作
品
の
創
造
者
・
所
有
者
と
し
て
の
作
者
と
い

う
近
代
の
神
話
が
い
ま
だ
に
根
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、「
作
者
の
死
」
と
「
読
者
の
誕
生
」
を
宣
言

し
、
意
味
の
完
結
し
た
「
作
品
」
か
ら
、
読
者
の
積
極
的
な
読
み
の
行
為
に
開
か
れ
、
意
味
を
生
成
し
続
け
る

引
用
の
織
物
と
し
て
の
「
テ
キ
ス
ト
」
へ
と
、
文
学
の
営
為
に
対
す
る
見
方
の
変
更
を
促
し
た
」（v–vi

頁
）。
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こ
の
短
い
引
用
文
に
は
「
創
造
」「
所
有
」「
近
代
」「
神
話
」「
読
者
」「
引
用
の
織
物
」
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
シ
ラ
ネ
は
示
し
て
い
な
い
が
、「
所
有
」
と
「
創
造
性
」
と
切
り
離
せ
な
い

「
責
任
」
も
加
え
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
い
ず
れ
も
作
者
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
重
要
な
意

義
を
持
っ
て
い
る
。

シ
ラ
ネ
が
示
し
た
通
り
、
個
人
が
作
品
の
創
造
者
・
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
異
を
唱
え
た
バ
ル
ト

は
、
敢
え
て
作
者
を
死
な
せ
、
代
わ
り
に
作
品
に
新
た
な
意
味
を
与
え
る
主
体
と
し
て
「
読
者
」
に
注
目
し
た
。

当
の
文
学
研
究
で
あ
ま
り
に
も
自
明
視
さ
れ
て
い
た
「
作
者
の
意
図
」
の
解
明
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
た
の
で

あ
る
。
バ
ル
ト
の
作
者
論
に
違
和
感
を
覚
え
た
フ
ー
コ
ー
は
、
テ
キ
ス
ト
は
い
ま
だ
作
者
の
概
念
に
依
拠
し
て

い
る
と
反
論
し
た
。
作
者
名
は
単
な
る
あ
る
個
人
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
と
言

え
ば
「
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
を
代
表
し
た
文
学
者
」
で
あ
り
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
作
者
で
あ
る
と
い
う

「
作
者
と
し
て
の
機
能
」
も
含
有
し
て
い
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
作
者
を
取
り
外
す
こ
と
は
難
し
い
と
指
摘
し

た
。
こ
う
し
た
「
個
人
」
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
作
者
論
に
対
し
、『〈
作
者
〉
と
は
何
か
』
で
は
東
ア
ジ

ア
な
ど
の
事
例
を
示
し
な
が
ら
、「
共
同
」
作
業
と
し
て
の
芸
術
生
産
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
こ
で
先
ほ
ど
触
れ

た
キ
ー
ワ
ー
ド
「
創
造
性
」「
独
自
性
」「
所
有
権
」
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
芸
術
作
品
が
、
個
人
で
は
な
く

共
同
体
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
そ
の
所
有
権
も
共
同
体
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と

バ
ル
ト
の
よ
う
に
作
者
を
死
な
せ
な
く
て
も
済
む
。『〈
作
者
〉
と
は
何
か
』
は
、
こ
う
し
た
個
人
の
創
造
性
・

所
有
権
と
い
う
「
神
話
」
の
解
体
を
目
指
し
た
。

確
か
に
、
近
代
に
お
け
る
印
刷
技
術
の
進
歩
に
つ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
商
品
化
さ
れ
、
そ
こ
で
は
じ
め

て
所
有
権
や
独
創
性
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
近
代
で
は
芸
術
は
権
力
の
象
徴
で
あ
っ
た
も
の
の
、

利
益
が
主
な
目
的
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
個
人
の
独
創
性
や
所
有
権
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
に
な
ら
な
か
っ



18

た
。
日
本
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
複
数
の
歌
人
に
よ
り
創
ら
れ
た
連
歌
は
こ
う
し
た
所
有
権
や
創
作
性
の
概
念

を
越
え
た
共
同
的
な
創
作
活
動
で
あ
っ
た
。
和
歌
の
作
成
技
法
で
あ
る
本
歌
取
は
、
今
で
は
あ
る
種
の
剽
窃
行

為
に
当
た
る
が
、
前
近
代
で
は
新
た
な
創
作
を
生
み
出
す
方
法
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
剽
窃
行
為
の
こ

う
し
た
積
極
的
な
面
は
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
た
。
匿
名
に
よ
る
創
作
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

前
近
代
に
作
ら
れ
た
作
者
未
詳
の
芸
術
作
品
は
圧
倒
的
に
多
い
が
、
匿
名
創
作
の
場
合
、
作
者
は
所
有
権
を
放

棄
す
る
と
同
時
に
、
創
作
に
対
す
る
一
切
の
責
任
を
取
ら
な
く
て
も
良
い
。
ご
く
一
般
的
で
あ
っ
た
前
近
代
の

こ
う
し
た
創
作
手
法
は
、
印
刷
技
術
の
普
及
と
芸
術
の
商
品
化
に
よ
っ
て
一
変
す
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
や
フ

ラ
ン
ス
な
ど
西
欧
の
国
々
に
お
け
る
著
作
権
法
の
改
革
を
経
て
、
一
八
八
六
年
の
ベ
ル
ヌ
条
約
に
よ
り
個
人
が

作
品
の
所
有
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
近
代
化
と
共
に
発
展
し
て
き
た
現
在

の
作
家
論
は
、
芸
術
の
商
品
化
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

問
題
は
、
個
人
が
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
創
造
性
の
所
有
権
を
持
つ
の
か
で
あ
る
。
こ
の
あ
い
だ
、
小
説
家
の
池

澤
夏
樹
が
登
壇
し
た
書
評
会
を
拝
聴
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
池
澤
の
言
葉
が
印
象
に
残
っ
て
い

る
。
筆
者
な
り
に
言
い
換
え
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。「
文
学
作
品
は
海
で
あ
っ
て
、
作
者
の
貢
献
は
コ
ッ
プ

一
杯
分
の
水
で
あ
る
」。
な
る
ほ
ど
、
特
定
の
文
学
作
品
に
お
け
る
作
者
の
独
自
性
は
「
コ
ッ
プ
一
杯
分
」
で
あ

る
と
い
う
。
同
じ
書
評
会
の
も
う
一
人
の
登
壇
者
で
あ
っ
た
坪
井
秀
人
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
「
あ
ら
ゆ
る
文

学
は
翻
訳
で
あ
る
」
と
ま
で
主
張
し
た
。
坪
井
の
言
及
を
筆
者
な
り
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
は
、
作
者
が
感
覚
を
通
し
て
知
り
得
た
こ
と
を
心
を
通
し
て
文
章
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
文
学
作
品
は
あ
く
ま
で
も
「
派
生
的
」
な
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
派
生
的
」
は
必

ず
し
も
消
極
的
な
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
派
生
的
だ
か
ら
こ
そ
独
自
性
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
坪
井

に
よ
る
こ
う
し
た
文
学
の
定
義
は
非
常
に
ラ
ジ
カ
ル
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
坪
井
は
池
澤
の
「
コ
ッ
プ
一
杯
」



19

論
も
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
池
澤
も
坪
井
も
、
文
学
の
独
自
性
に
関
す
る
個
人
の
貢
献
に
つ

い
て
は
少
な
か
ら
ず
否
定
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
新
し
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な

い
。
百
年
前
に
イ
ギ
リ
ス
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
エ
リ
オ
ッ
ト
な
ど
も
同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ

そ
バ
ル
ト
は
、
テ
キ
ス
ト
を
「
引
用
の
織
物
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
作
者
の
意
図
を

解
明
す
る
の
で
は
な
く
、
創
作
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
た
個
々
の
引
用
の
空
間
を
解
読
す
る
行
為
で
あ
る
と
示

し
た
。

そ
れ
で
も
不
満
は
残
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
個
人
で
あ
れ
共
同
体
で
あ
れ
、
や
は
り
啓
蒙

的
な
人
間
と
い
う
普
遍
的
な
存
在
を
問
題
に
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
を
前
提
と
し
た
作
者
の
創
造
性
や
独

創
性
に
注
目
し
過
ぎ
て
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
は
人
間
の
外
側
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
と
い
う
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
忘
れ
て
は
い
な
い
か
。
実
際
、
人
間
の
い
わ
ゆ
る
創
造
性
や
独
自
性
の
多
く

は
、
人
間
の
管
理
外
に
あ
る
特
定
の
時
代
空
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
作
者
の
創
造
性
と
い
う
「
神
話
」
を

解
体
す
る
た
め
に
は
、
作
品
が
特
定
の
社
会
構
造
や
歴
史
的
な
状
況
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
か
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
今
回
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
こ
う
と
し
た
二
つ
め
の
き
っ
か
け
が

問
題
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
あ
い
だ
家
の
近
く
に
あ
る
本
屋
を
覗
い
て
み
る
機
会
が
あ
っ
た
。
み
る
と
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
関
連
の
特
設

コ
ー
ナ
ー
が
で
き
て
い
る
。
海
外
で
出
版
さ
れ
た
本
の
邦
訳
版
も
並
べ
て
あ
る
。
ほ
ぼ
す
べ
て
の
図
書
が
昨
年

の
三
月
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
な
か
に
は
海
外
で
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
著
書
の
邦
訳
も
あ
る
。
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
が
世
界
的
に
流
行
し
始
め
て
か
ら
二
、三
カ
月
以
内
に
書
か
れ
た
本
も
少
な
く
な
い
。
作
者
が
い
か

な
る
ス
ピ
ー
ド
で
原
稿
を
完
成
さ
せ
た
の
か
想
像
に
難
く
な
い
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
関
連
の
本
を
執
筆
し
た
作
者

に
と
っ
て
は
、
不
幸
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
本
を
書
く
た
め
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
と
も
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
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出
版
社
か
ら
の
介
入
も
無
視
し
て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
コ
ロ
ナ
禍
が
な
か
っ
た
ら
こ
れ
ら
の
本
は
書
か
れ

て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
す
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
書
籍
も

「
引
用
の
織
物
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
歴
史
か
ら
の
引
用
も
あ
れ
ば
、
世
の
な
か
の
状
況
そ
の
も
の

を
文
章
化
し
た
も
の
も
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
関
連
の
本
は
作
者
が
原
稿
を
完
成
さ
せ
た
と
し

て
も
、
そ
の
独
自
性
は
「
コ
ッ
プ
一
杯
分
」
の
水
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
所
有
権
は
そ

れ
ぞ
れ
の
作
者
に
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
同
じ
こ
と
が
「
明
智
光
秀
」
や
「
渋
沢
栄

一
」
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
れ
ら
の
本
の
多
く
が
、
あ
る
時
代
空
間
の

な
か
で
特
定
の
読
者
を
対
象
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
時
代
空
間
こ
そ
が
芸

術
を
形
成
す
る
重
要
な
要
件
で
あ
り
、
人
間
の
役
割
は
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
を
中
心
と
し
た
作
者
の

問
題
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
急
激
に
進
む
な
か
で
改
め
て
問
わ
れ
始
め
て
い
る
。

最
近
、
最
初
の
ツ
イ
ー
ト
が
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
出
さ
れ
た
こ
と
で
話
題
に
な
っ
た
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
創
業
者

の
一
人
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ー
シ
ー
に
よ
る
最
初
の
ツ
イ
ー
ト
が
、
日
本
円
で
言
え
ば
約
三
億
円
で
購
入
さ

れ
た
。
こ
の
ツ
イ
ー
ト
は
、
デ
ジ
タ
ル
芸
術
作
品
と
し
て
売
買
さ
れ
、
所
有
権
は
購
入
者
に
譲
渡
さ
れ
た
。
厳

密
に
言
え
ば
、
こ
の
最
初
の
ツ
イ
ー
ト
は
ド
ー
シ
ー
と
い
う
個
人
が
創
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
背
景
に
は

多
く
の
技
術
者
が
関
わ
り
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
た
ま
た
ま
最
初
の

ツ
イ
ー
ト
が
ド
ー
シ
ー
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
所
有
権
も
ド
ー
シ
ー
と
い
う
個
人
に
あ
る

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
律
上
、
全
く
矛
盾
は
な
い
。
だ
が
、
あ
る
個
人
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、

ほ
か
の
人
々
の
貢
献
が
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
く
に
デ
ジ
タ
ル
作
品
の
場
合
、
所
有
権
は
よ
り
複
雑
な
問

題
に
な
り
か
ね
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
作
ら
れ
た
芸
術
作
品
の
所
有
権
は
、
誰
に
あ
る
の
か
。

３
Ｄ
印
刷
技
術
を
利
用
し
て
作
ら
れ
る
建
築
物
の
著
作
権
は
、
誰
が
所
有
す
る
も
の
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
自
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動
的
に
個
人
情
報
を
窃
盗
し
て
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
か
ら
作
ら
れ
た
Ａ
Ｉ
技
術
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
芸
術
作
品
の
著

作
権
な
ど
は
、
簡
単
に
片
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

確
実
な
解
決
策
は
な
い
が
、
問
題
点
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
中
心
の
作
者
論
を
越
え
た
概

念
が
必
要
と
い
う
こ
と
だ
。
で
は
、
人
間
を
中
心
と
し
な
い
作
者
論
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら

ゆ
る
事
物
を
人
間
の
視
点
か
ら
考
え
ず
、
人
間
は
広
い
世
界
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
思
考
が
そ
の
出
発
点

で
あ
ろ
う
。
今
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
惑
星
的
な
思
考
だ
。
と
は
い
っ
て
も
、
人
間
と
非
人
間
の
境

界
線
を
越
え
た
作
者
論
は
新
し
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
二
〜
三
世
紀
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
る

『
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
』
に
は
、
話
す
こ
と
が
で
き
る
鳥
類
や
動
物
が
数
多
く
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
を

編
ん
だ
当
の
作
者
が
単
に
鳥
類
や
動
物
を
哀
れ
に
思
っ
て
人
間
と
同
じ
く
話
せ
る
機
能
を
与
え
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
人
間
の
声
だ
け
で
は
語
り
切
れ
な
い
、
人
間
の
欠
陥
を
補
う
存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
作
者
論
に
よ
り
、
前
近
代
の
日
本
に
お
け
る
仏
や
神
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
忘
れ
ら
れ
た
妖
怪
の
よ

う
に
、
人
間
の
別
の
一
面
が
顕
在
化
さ
れ
、
人
間
と
非
人
間
と
い
っ
た
二
項
図
式
的
な
考
え
方
を
超
越
で
き
る

こ
と
に
な
る
。
人
間
は
広
い
世
界
の
支
配
者
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
一
部
で
し
か
な
い
と
い
う
認
識
こ

そ
が
、
新
た
な
作
者
論
の
始
ま
り
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
作
者
論
で
は
、
人
間
の
独
自
性
や
創
造
性
は
求

め
ら
れ
ず
、
作
者
の
死
が
問
題
に
な
る
こ
と
も
な
い
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
機
関
研
究
員
）




