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織
田
作
之
助
書
簡
に
お
け
る
吉
井
栄
治

小
笠
原
　

輝

　

吉
井
栄
治
（
一
九
一
三
～
没
年
不
詳
）1
は
、
将
棋
界
に
お
い
て
は
朝
日

新
聞
社
の
将
棋
記
者
と
し
て
、
ま
た
、
観
戦
記
者
と
し
て
名
を
残
し
て
い

る
。
観
戦
記
者
と
し
て
は
、『
朝
日
新
聞
』
に
お
い
て
「
栄
」
の
名
義
で

名
人
戦
の
観
戦
記
を
九
本
、
順
位
戦
の
観
戦
記
を
六
十
二
本
。『
週
刊
文

春
』
に
お
い
て
本
名
で
名
将
戦
の
観
戦
記
を
十
八
本
書
い
た
。

　

そ
ん
な
吉
井
は
元
々
作
家
志
望
で
あ
り
、「
北
風
」「
微
笑
」
の
二
作
品

で
第
二
十
三
回
直
木
賞
の
候
補
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
「
北
風
」
は
、

関
西
の
将
棋
界
を
題
材
に
し
た
将
棋
小
説
で
あ
る
。
そ
ん
な
将
棋
と
文
学

と
を
行
き
来
し
た
吉
井
の
人
物
像
を
、
今
回
は
大
阪
府
立
高
津
中
学
の
同

級
で
あ
っ
た
織
田
作
之
助
（
一
九
一
三
～
一
九
四
七
）
の
書
簡
か
ら
感
じ

取
り
た
い
。

　
『
定
本
織
田
作
之
助
全
集
第
八
巻
』（
文
泉
堂
書
店
、
一
九
七
六
年
）
に
収
録

さ
れ
て
い
る
書
簡
に
お
い
て
、
吉
井
が
出
て
く
る
書
簡
が
残
っ
て
い
る
の

は
「
杉
山
平
一
氏
宛
」「
白
崎
礼
三
氏
宛
」「
品
川
力
氏
宛
」「
吉
井
栄
治

氏
宛
」
の
四
名
で
あ
る
。
順
番
に
見
て
い
く
。

　

杉
山
平
一
（
一
九
一
四
～
二
〇
一
二
）
は
、
織
田
作
之
助
・
吉
井
栄
治

ら
が
同
人
で
あ
っ
た
同
人
誌
『
海
風
』
の
同
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
原
稿

の
送
付
先
と
し
て
吉
井
の
名
前
が
見
え
、『
海
風
』
の
編
集
者
と
し
て
吉

井
が
原
稿
を
取
り
ま
と
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
ん
な
吉
井
の
編
集

者
と
し
て
の
顔
が
も
っ
と
も
強
く
見
え
る
の
が
、
昭
和
十
五
年
五
月
六
日

の
葉
書
で
あ
る
。「「
夫
婦
善
哉
」
は
吉
井
が
独
断
で
推
薦
し
た
の
だ
っ
た
。

投
票
す
る
予
定
の
と
こ
ろ
期
日
が
な
く
て
そ
う
し
た
と
の
こ
と
で
、
青
山

に
は
気
の
毒
だ
が
結
果
と
し
て
は
海
風
の
評
判
が
よ
く
な
っ
た
。
九
州
文

学
な
ど
に
勝
っ
て
快
適
だ
っ
た
。」2
「
夫
婦
善
哉
」
は
、『
改
造
』
が
主

催
し
た
第
一
回
「
文
藝
推
薦
」
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、『
海
風
』

が
「
夫
婦
善
哉
」
を
推
薦
し
た
の
は
吉
井
栄
治
の
独
断
で
あ
っ
た
こ
と
が

こ
の
書
簡
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

編
集
者
と
し
て
の
吉
井
だ
け
で
な
く
、
昭
和
十
六
年
八
月
二
日
の
封
書

で
は
吉
井
の
小
説
の
話
も
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
吉
井
の
小
説
、
し
か

し
、
ま
え
よ
り
は
ま
し
だ
。
あ
の
甘
さ
は
相
か
わ
ら
ず
だ
が
。」3
と
厳
し

め
の
評
価
を
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
織
田
と
吉
井
は
遊
び
仲
間
で
も
あ
り
、
一
緒
に
競
馬
に
行
っ
た

話
も
出
て
く
る
。
杉
山
と
吉
井
と
の
接
点
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
年
五
月

十
日
に
瀬
川
健
一
郎
を
含
め
た
四
人
で
会
う
話
が
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
も

う
本
格
的
な
本
土
空
襲
が
始
ま
っ
て
い
て
、
翌
日
の
十
一
日
で
は
芦
屋
で
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も
初
め
て
の
空
襲
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
状
況
で
も
、
語
る
の
を
楽
し
み
に

四
人
は
集
ま
っ
て
い
る
。
織
田
と
吉
井
は
「
小
説
の
話
を
す
る
。
レ
コ
ー

ド
を
聞
く
。
将
棋
を
指
す
。
そ
れ
で
一
日
が
過
ぎ
て
い
っ
た
」4
と
い
う

関
係
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
四
人
で
会
っ
た
こ
の
時
は
将
棋
を
指
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

次
の
白
崎
礼
三
（
一
九
一
四
～
一
九
四
四
）
も
ま
た
、『
海
風
』
の
同
人

で
あ
る
。「
吉
井
が
今
上
京
し
て
い
る
筈
で
、
原
稿
持
っ
て
い
っ
た
だ
ろ

う
か
。」

5
こ
の
昭
和
十
四
年
六
月
五
日
差
出
書
簡
に
出
て
く
る
原
稿
は

『
海
風
』
六
号
の
話
で
、
同
号
に
は
吉
井
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
結
局
こ
の
原
稿
は
ボ
ツ
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
織
田
が
吉
井
の

こ
と
を
心
配
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
書
簡
で
あ
る
。
昭
和
十
九
年
に
亡

く
な
っ
て
お
り
昭
和
二
十
年
の
杉
山
ら
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
出
て
来
な

い
が
、
白
崎
と
吉
井
に
も
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
せ
る
。

　

三
人
目
の
品
川
力
（
一
九
〇
四
～
二
〇
〇
六
）
は
、『
海
風
』
の
発
行
を

引
き
受
け
た
人
物
で
あ
る
。
書
簡
で
は
『
海
風
』
の
編
集
に
関
す
る
話
が

主
で
あ
る
。「
海
風
、
綺
麗
に
出
来
ま
し
た
吉
井
の
努
力
を
多
と
す
べ
き

で
す
。」6
「
吉
井
栄
治
君
応
召
し
、
海
風
は
原
稿
整
理
そ
の
他
ぼ
く
が
編

輯
し
ま
す
が
、
何
分
大
阪
に
い
る
こ
と
ゆ
え
、
い
ろ
い
ろ
貴
兄
を
わ
ず
ら

わ
す
こ
と
多
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
。」7
と
い
っ
た
よ
う
に
、『
海

風
』
が
綺
麗
で
き
た
の
は
吉
井
の
努
力
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
吉
井
が
応

召
さ
れ
た
た
め
織
田
が
『
海
風
』
の
編
集
を
す
る
と
あ
り
、『
海
風
』
の
編

集
者
と
し
て
の
吉
井
の
顔
が
強
く
窺
え
る
。
昭
和
十
七
年
七
月
十
二
日
書

簡
に
お
い
て
は
、
品
川
の
結
婚
話
に
合
わ
せ
て
、
吉
井
が
結
婚
し
た
こ
と

に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
吉
井
は
こ
の
時
期
に
結
婚
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
最
後
は
吉
井
栄
治
本
人
宛
の
書
簡
で
あ
る
。
昭
和
十
五
年
五
月

四
日
夜
に
書
か
れ
た
封
書
は
、『
海
風
』
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
悲
し
か

れ
ば
こ
そ
」
の
評
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　

手
紙
あ
り
が
と
う
。
海
風
昨
日
つ
い
た
。
綺
麗
に
出
来
た
。
君
の
努
力

を
多
と
す
る
。
な
お
印
刷
費
の
こ
と
、
ど
う
い
う
風
に
し
た
も
の
か
良
い

知
恵
も
な
い
が
コ
ン
ク
ー
ル
の
賞
金
で
も
そ
れ
に
あ
て
る
よ
り
致
方
な
い
。

一
頁
ず
つ
、
た
と
え
ば
十
頁
の
人
は
十
円
、
二
十
頁
の
人
は
二
十
円
と
い

う
よ
う
に
出
す
と
い
う
方
法
も
あ
る
、
白
崎
、
中
谷
と
も
よ
く
相
談
し
て

く
れ
。
暫
く
印
刷
屋
に
待
っ
て
貰
う
こ
と
だ
ね
。

　

ぼ
く
も
お
金
が
は
い
っ
た
ら
ち
び
ち
び
送
る
こ
と
に
す
る
。
君
の
小
説
、

よ
ん
だ
。
前
半
た
い
へ
ん
よ
く
な
っ
て
い
る
。
鮮
か
に
す
べ
り
出
し
て
い
る
。

後
半
も
う
一
工
夫
要
す
る
と
こ
ろ
だ
。
よ
ん
で
い
て
た
い
へ
ん
愉
し
か
っ

た
。
君
の
気
持
は
よ
く
分
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
よ
り
外
に
書
き
方
も
な
い
こ
と
は
分
る
。
そ
し
て
ま
た
君

が
こ
の
材
料
を
こ
う
い
う
風
に
あ
っ
さ
り
書
い
た
こ
と
、
え
ら
い
と
思
う
。

が
、
矢
張
り
、
小
説
と
し
て
立
派
に
玄
人
と
太
刀
打
ち
し
て
行
く
た
め
に

は
も
っ
と
き
び
し
い
眼
が
必
要
だ
。
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Ｍ
子
に
向
け
ら
れ
た
眼
は
よ
い
が
、「
私
」
に
は
眼
は
光
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
が
欠
点
だ
。

　

最
後
の
四
行
、
た
い
へ
ん
立
派
だ
。
之
で
は
っ
き
り
と
完
結
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
諸
氏
の
作
品
の
批
評
は
中
谷
白
崎
に
出
し
た
手
紙
で
詳
し
く

書
い
た
が
、
少
し
書
い
て
み
る
と
、
中
谷

―
茂
木
茂
十
が
よ
く
書
け
て

い
る
。
が
「
私
」
に
対
す
る
き
び
し
い
批
評
の
眼
が
な
い
。
ゆ
え
に
自
然

発
露
的
な
ス
タ
イ
ル
の
良
さ
に
止
っ
て
い
る
。
近
代
文
学
乃
至
小
説
の
特

徴
は
作
者
が
何
を
考
え
、
何
を
印
象
づ
け
ら
れ
、
何
を
悩
ん
で
い
る
か
を

書
く
に
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
小
説
家

だ
け
が
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。

　

と
い
う
意
味
は
、
つ
ま
り
、
小
説
家
は
自
分
の
う
け
た
印
象
を
そ
の

ま
ま
書
い
て
よ
い
と
い
う
特
権
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
文
学
を
や
る
人

だ
け
が
何
を
考
え
、
何
を
書
い
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
、
文
学
を
や

ら
ぬ
人
は
ど
う
な
る
か
。
い
い
方
を
少
し
か
え
る
と
小
説
家
は
何
を
考

え
、
何
を
書
い
て
も
よ
い
と
い
う
特
権
を
与
え
ら
れ
る
代
り
に
、
そ
の
特

権
に
対
し
て
は
残
酷
な
復
讐
を
う
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
復
讐

が
大
き
な
傷
手
と
な
ら
ぬ
た
め
に
は
小
説
家
は
武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
武
装
を
ば
小
説
家
は
忍
術
を
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
。

　

つ
ま
り
自
分
の
姿
を
消
す
た
め
に
、
忍
術
の
極
意
を
修
業
し
掴
得
す
る

こ
と
に
あ
る
。8

　

冒
頭
で
『
海
風
』
の
印
刷
費
の
相
談
を
し
て
お
り
、
吉
井
は
編
集
者
と

し
て
同
人
誌
の
会
計
を
担
当
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
吉
井

の
編
集
者
と
し
て
の
顔
が
見
え
る
。
ま
た
、
吉
井
の
小
説
評
を
詳
細
に
書

い
て
い
る
。

　
「
悲
し
か
れ
ば
こ
そ
」
は
「
私
」
と
Ｍ
子
の
恋
物
語
で
あ
る
。
帝
大
の

文
科
を
出
て
小
説
家
を
目
指
し
て
い
る
「
私
」（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
吉
井

本
人
に
近
い
）
が
銀
座
の
サ
ロ
ン
の
女
給
で
あ
っ
た
Ｍ
子
と
出
会
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
Ｍ
子
が
誘
っ
て
始
ま
っ
た
旅
行
先
で
起
こ
っ
た
Ｍ
子

の
自
殺
騒
動
が
話
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。「
私
」
と
Ｍ
子
、
そ
れ
ぞ
れ

が
人
生
の
悩
み
の
そ
れ
に
伴
う
自
死
に
向
き
合
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
作
品

の
テ
ー
マ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

織
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
Ｍ
子
の
人
物
像
や
、
Ｍ
子
の
動
機
は
分
か

り
や
す
い
。
小
説
家
志
望
の
年
下
の
男
に
惚
れ
た
が
、
自
ら
は
ケ
ー
・
フ

ジ
ハ
ラ
と
い
う
別
の
男
に
面
倒
を
見
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
私
」

に
話
せ
な
い
後
ろ
め
た
さ
や
、
親
が
死
に
身
寄
り
が
な
く
女
給
と
し
て
働

い
て
い
る
自
分
と
実
家
が
裕
福
な
小
説
家
志
望
の
「
私
」
と
の
環
境
の

差
。
そ
し
て
Ｍ
子
と
「
私
」
の
間
の
愛
情
の
熱
量
の
差
。
自
殺
を
図
る
手

紙
を
残
す
Ｍ
子
の
心
情
を
、
丁
寧
に
描
い
て
い
る
。
ま
た
、「
私
」
か
ら

の
愛
情
を
確
認
し
た
途
端
に
旅
行
を
中
止
し
て
将
来
の
計
画
を
建
て
る
な

ど
現
実
的
な
た
く
ま
し
さ
を
見
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
物
語
の
リ
ア
リ
テ
ィ

と
な
っ
て
い
る
。
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織
田
が
褒
め
て
い
る
最
後
の
四
行
は
、
帰
り
に
寄
っ
た
土
産
物
屋
で
老

婆
に
「
奥
さ
ま
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
Ｍ
子
が
嬉
し
く
な
り
、
必
要
以
上

に
た
く
さ
ん
の
買
い
物
を
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
旅
行
を
通
じ
て

揺
れ
動
い
た
「
私
」
と
Ｍ
子
の
感
情
を
最
後
に
現
実
に
引
き
戻
し
、
将
来

に
対
す
る
「
私
」
の
苦
悩
を
ほ
の
か
に
残
し
て
物
語
を
完
結
さ
せ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
Ｍ
子
関
連
の
描
写
に
対
し
て
、「
私
」
の
描
写
は
と
て
も

薄
い
。「
私
」
が
Ｍ
子
と
付
き
合
い
始
め
た
動
機
は
語
ら
れ
な
い
。「
私
」

が
Ｍ
子
を
愛
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
読
者
に
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
話
は
進

む
。「
人
間
、
い
つ
か
は
、
ひ
と
り
ぼ
つ
ち
に
な
る
も
の
だ
」「
人
間
の
心

つ
て
や
つ
に
は
、
僕
は
も
う
、
愛
想
を
つ
か
し
た
よ
」9
「
死
と
い
も
の

に
、
断
え
ず
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
私
」10
と
い
っ
た
、「
私
」
が
持
つ
厭

世
観
の
背
景
に
も
言
及
が
な
い
。
Ｍ
子
が
愛
情
の
告
白
と
自
殺
す
る
こ
と

を
書
い
た
封
書
を
読
み
、「
愛
情
と
死
と
。
死
を
賭
す
る
愛
。
こ
れ
だ
。

こ
れ
だ
。
長
い
間
、
私
が
求
め
て
ゐ
た
の
は
。」11
と
「
私
」
は
初
め
て
感

情
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
る
が
、「
私
」
が
そ
う
思
う
に
至
る
ま
で
の

「
私
」
の
心
の
揺
れ
動
き
を
、
ま
っ
た
く
描
け
て
い
な
い
。
織
田
が
言
う

よ
う
に
、「
私
」
に
対
す
る
き
び
し
い
眼
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
作
品
の
主

題
で
あ
ろ
う
人
生
の
苦
悩
と
死
が
ぼ
や
け
て
し
ま
い
、「
自
然
発
露
的
な

ス
タ
イ
ル
の
良
さ
に
止
っ
て
」
し
ま
っ
て
い
る
。

　

師
と
仰
い
だ
藤
沢
桓
夫
が
亡
く
な
っ
た
際
に
書
い
た
追
悼
文
で
、
吉
井

は
「
若
い
頃
の
文
学
の
仲
間
た
ち
の
中
に
は
、
人
生
の
苦
悩
に
耐
え
き
れ

ず
に
夭
折
し
た
者
も
幾
人
か
あ
っ
た
。（
中
略
）
も
し
先
生
の
温
か
い
加

護
が
な
か
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
彼
等
と
同
じ
運
命
を
辿
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
」12
と
書
い
て
お
り
、「
悲
し
か
れ
ば
こ
そ
」
を
書
い
た
時
期
の
吉
井
に

と
っ
て
、
人
生
の
苦
悩
と
死
は
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

織
田
の
言
う
「
君
の
気
持
は
よ
く
分
る
」
と
い
う
の
も
、
自
殺
し
て
い
っ

た
文
学
の
仲
間
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、「
悲
し
か
れ

ば
こ
そ
」
は
、
そ
の
テ
ー
マ
を
た
だ
提
示
し
た
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ

て
お
り
、
作
品
と
し
て
読
者
を
惹
き
つ
け
る
所
ま
で
至
っ
て
い
な
い
。
織

田
の
指
摘
は
、
吉
井
に
鋭
く
突
き
刺
さ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
小

説
家
は
自
分
の
う
け
た
印
象
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
よ
い
と
い
う
特
権
は
与

え
ら
れ
て
い
な
い
」「
自
分
の
姿
を
消
す
た
め
に
、
忍
術
の
極
意
を
修
行

し
掴
得
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
す
る
織
田
の
小
説
論
は
、
友
人
と
し
て
吉

井
の
奮
起
を
促
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
海
風
』
の
同
号
で
「
悲
し
か
れ

ば
こ
そ
」
に
続
い
て
掲
載
さ
れ
た
の
が
「
夫
婦
善
哉
」
で
あ
る
。
こ
の
時
、

織
田
と
吉
井
は
小
説
家
と
し
て
大
き
く
差
が
開
い
て
し
ま
っ
た
。

　

全
体
を
通
し
て
眺
め
て
見
る
と
、
友
人
と
し
て
応
援
は
し
て
い
る
が
、

吉
井
の
書
い
た
小
説
に
対
す
る
評
は
辛
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
海
風
』

の
編
集
者
と
し
て
の
吉
井
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
織
田
に
と
っ
て
吉
井

は
、
良
き
友
人
で
あ
り
、
良
き
編
集
者
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
残
っ
て
い
る
書
簡
は
、「
夫
婦
善
哉
」
発
表
前
後
の
も
の
が
多

い
。「
夫
婦
善
哉
」
が
第
一
回
文
藝
推
薦
作
品
と
な
っ
た
際
に
書
い
た
「
感
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想
」
で
は
、
藤
沢
桓
夫
と
将
棋
を
指
し
た
話
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
「
手

の
な
い
時
は
端
の
歩
を
突
け
で
、
私
の
「
夫
婦
善
哉
」
は
自
玉
の
端
の
歩

を
突
い
た
や
う
な
小
説
で
、
手
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。」13
と
い
う
よ
う

に
、
将
棋
を
比
喩
と
し
て
使
っ
て
受
賞
の
言
葉
を
書
い
て
い
る
。
織
田
作

之
助
と
小
説
と
将
棋
と
言
う
と
「
可
能
性
の
文
学
」
が
知
ら
れ
る
が
、
夫

婦
善
哉
時
点
で
も
端
歩
を
使
い
な
が
ら
小
説
と
将
棋
と
を
結
び
つ
け
て
い

る
。
そ
ん
な
言
及
が
あ
る
時
期
に
書
簡
で
吉
井
の
言
及
が
多
い
こ
と
は
、

将
棋
仲
間
で
あ
っ
た
吉
井
の
存
在
感
が
当
時
織
田
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。

　

前
述
し
た
通
り
、「
夫
婦
善
哉
」
は
吉
井
が
独
断
で
推
薦
し
、
コ
ン
ク
ー

ル
賞
を
取
っ
た
作
品
で
あ
る
。
織
田
が
世
に
知
れ
渡
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
そ
の
代
表
作
は
、
吉
井
に
よ
っ
て
世
に
広
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

織
田
が
評
価
す
る
よ
う
に
吉
井
に
は
編
集
者
と
し
て
の
素
質
が
あ
っ
た
。

結
局
吉
井
は
作
家
と
し
て
は
筆
を
置
き
朝
日
新
聞
社
の
学
芸
部
員
と
し
て

定
年
ま
で
勤
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
吉
井
の
姿
を
織
田
は
見

通
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

1	

吉
井
の
没
年
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
川
口
則
弘
氏
の
調
査
で
、
吉
井

が
同
人
で
あ
っ
た
『
文
学
雑
誌
』
63
号
の
「
編
集
後
記
」
に
お
い
て
、「
な
お
、

昨
年
は
藤
沢
桓
夫
氏
を
失
っ
た
あ
と
、
本
誌
の
同
人
で
織
田
作
之
助
の
親
友

だ
っ
た
瀬
川
健
一
郎
さ
ん
と
吉
井
栄
治
さ
ん
が
急
逝
さ
れ
」
と
あ
り
、
没
年
は

一
九
九
〇
年
と
推
定
で
き
る
。
ご
教
示
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

2	

織
田
作
之
助
『
定
本
織
田
作
之
助
全
集
第
八
巻
』
文
泉
堂
書
店
、
一
九
七
六
年
、

四
一
三
頁

3	

織
田
作
之
助
、
一
九
七
六
年
、
四
一
五
頁

4	

吉
井
栄
治
『
名
棋
士
名
局
集　

付
・
盤
側
棋
談
』
弘
文
社
、
一
九
七
四
年
、

三
〇
五
頁	

5	

織
田
作
之
助
、
一
九
七
六
年
、
四
五
六
頁

6	

織
田
作
之
助
、
一
九
七
六
年
、
四
五
三
頁

7	

織
田
作
之
助
、
一
九
七
六
年
、
四
五
五
頁

8	

織
田
作
之
助
『
定
本
織
田
作
之
助
全
集
第
八
巻
』
文
泉
堂
書
店
、
一
九
七
六
年
、

四
五
六
～
四
五
八
頁

9	

吉
井
栄
治
「
悲
し
か
れ
ば
こ
そ
」『
海
風
』
一
九
四
〇
年
四
月
号
、
九
八
頁

10	

吉
井
栄
治
、
一
九
四
〇
年
、
百
頁

11	

吉
井
栄
治
、
一
九
四
〇
年
、
百
頁

12	

吉
井
栄
治
「
不
肖
の
弟
子
」『
文
学
雑
誌
』
六
一
号
、
七
四
頁

13	
織
田
作
之
助
「
感
想
」『
文
藝
』
一
九
四
〇
年
七
月
号
、
二
三
九
頁

［
将
棋
め
し
研
究
家
］


