
は
じ
め
に

小
説
家
で
あ
り
劇
作
家
で
あ
る
三
島
由
紀
夫
に
は
︑
多
く
の
評
論
随
筆
が
あ
る
︒
そ
の
題
材
は
多
岐
に
わ
た

り
︑
そ
の
い
ず
れ
に
も
三
島
由
紀
夫
独
特
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
て
︑
活
字
に
し
て
人
に
読
ま
せ
る
文
章
と
い

う
の
は
こ
う
い
う
も
の
か
と
思
わ
せ
る
︒
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
が
よ
く
︑
文
章
が
上
手
い
だ
け
で
は
な
い
︒
関
心

の
度
合
い
が
高
い
の
だ
︒
一
体
三
島
は
ど
れ
だ
け
の
分
野
に
関
心
を
示
し
︑
首
を
突
っ
込
み
︑
体
験
を
し
た
の

だ
ろ
う
か
︒
試
み
に
評
論
随
筆
で
扱
わ
れ
た
分
野
を
書
き
出
し
て
み
る
と
︑
文
学
︑
演
劇
は
も
と
よ
り
︑
政
治
︑

歴
史
︑
思
想
︑
宗
教
︑
美
術
︑
映
画
︑
芸
能
︑
マ
ン
ガ
︑
ス
ポ
ー
ツ
︑
武
道
︑
軍
事
︑
マ
ス
コ
ミ
︑
観
光
︑
写

真
︑
法
律
︑
教
育
︑
精
神
分
析
︑
服
飾
︑
建
築
︑
庭
園
⁝
⁝
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
︒

占
領
下
の
困
難
な
時
代
に
諸
外
国
を
巡
り
︑
ボ
デ
ィ
ビ
ル
で
体
を
鍛
え
る
と
ボ
ク
シ
ン
グ
や
剣
道
を
習
い
︑

映
画
俳
優
と
な
っ
て
歌
も
歌
い
︑
写
真
集
の
モ
デ
ル
に
な
り
︑
政
治
的
な
発
言
を
し
︑
私
設
の
﹁
軍
隊
﹂
を
作

っ
て
は
自
衛
隊
へ
の
体
験
入
隊
を
繰
り
返
し
︑
果
て
は
自
衛
隊
の
駐
屯
地
内
で
割
腹
自
殺
を
遂
げ
て
し
ま
う
︒

本
業
の
文
学
で
は
多
彩
な
小
説
を
書
き
︑
そ
の
取
材
の
現
場
で
は
︑
描
こ
う
と
す
る
環
境
に
積
極
的
に
身
を

投
じ
適
応
し
よ
う
と
し
た
︒
主
要
作
品
の
創
作
ノ
ー
ト
に
は
︑
そ
の
と
き
の
観
察
や
体
験
が
細
か
く
記
さ
れ
て

はじめに
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い
る
︒
都
会
生
活
か
ら
隔
絶
し
た
島
の
生
活
や
漁
師
の
仕
事
を
︵
﹃
潮
騒
﹄
︶
︑
ダ
ム
の
建
設
現
場
を
︵
﹃
沈
め
る
滝
﹄
︶
︑

禅
寺
の
生
活
を
︵
﹃
金
閣
寺
﹄
︶
︑
ボ
デ
ィ
ビ
ル
や
ボ
ク
シ
ン
グ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
孤
独
な
生
活
や
日
本
画
の
制

作
を
︵
﹃
鏡
子
の
家
﹄
︶
︑
高
級
料
理
屋
の
経
営
と
東
京
都
知
事
の
選
挙
を
︵
﹃
宴
の
あ
と
﹄
︶
︑
空
飛
ぶ
円
盤
の
観
察
を

︵
﹃
美
し
い
星
﹄
︶
︑
船
員
の
生
活
を
︵
﹃
午
後
の
曳
航
﹄
︶
︑
労
働
争
議
を
︵
﹃
絹
と
明
察
﹄
︶
︑
華
族
の
生
活
を
︵
﹃
春
の
雪
﹄
︶
︑

神し
ん

風ぷ
う

連れ
ん

の
乱
を
︵
﹃
奔
馬
﹄
︶
︑
タ
イ
や
イ
ン
ド
を
︵
﹃
暁
の
寺
﹄
︶
︑
船
舶
通
過
報
の
仕
事
を
︵
﹃
天
人
五
衰
﹄
︶
︑
三
島
は

現
場
に
身
を
置
い
て
︑
あ
る
い
は
携
わ
っ
た
人
の
話
を
聞
い
て
︑
自
分
が
登
場
人
物
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
振

る
舞
い
な
ぞ
っ
て
い
っ
た
︒

日
本
の
近
現
代
文
学
の
作
家
の
中
で
は
︑
き
わ
め
て
特
異
で
多
彩
な
活
動
を
し
た
人
で
あ
る
︒
芸
術
的
な
文

学
作
品
を
書
く
だ
け
で
な
く
︑
著セ

レ

名ブ
リ

人テ
ィ

と
し
て
そ
の
風
貌
や
言
動
は
広
く
知
ら
れ
︑
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
た
と

こ
ろ
が
あ
る
︒

本
書
は
︑
三
島
由
紀
夫
の
評
伝
を
中
心
と
し
た
概
説
書
で
あ
る
︒
概
説
書
と
言
い
な
が
ら
︑
三
島
が
関
心
を

示
し
た
多
分
野
に
つ
い
て
の
衒
学
的
な
細
目
を
書
い
て
お
き
た
い
誘
惑
に
も
か
ら
れ
る
し
︑
新
た
に
発
見
し
た

小
さ
な
年
譜
的
事
実
も
い
く
つ
か
は
あ
り
︑
書
き
た
い
こ
と
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
き
そ
う
な
の
だ
が
︑
限

ら
れ
た
紙
幅
で
は
そ
れ
ら
の
多
く
は
省
か
ざ
る
を
え
な
い
︒

そ
こ
で
本
書
で
は
︑
あ
る
一
つ
の
視
点
か
ら
︑
多
方
面
へ
体
験
と
思
考
の
触
手
を
伸
ば
し
た
こ
の
作
家
を
論

じ
よ
う
と
思
う
︒
そ
の
視
点
を
︑
本
書
で
は
﹁
前
意
味
論
的
欲
動
﹂
と
名
づ
け
た
い
︒
三
島
由
紀
夫
の
生
涯
を

ii



通
じ
て
︑
心
身
の
根
深
い
と
こ
ろ
か
ら
湧
き
出
た
欲
動
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
言
語
化
し
に
く
い
︑
言
語

化
以
前
の
欲
望
で
あ
り
情
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
﹁
序
章
﹂
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と

に
す
る
が
︑
本
書
は
三
島
の
﹁
前
意
味
論
的
欲
動
﹂
を
軸
に
︑
そ
れ
が
文
学
作
品
に
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
︑

あ
る
い
は
沈
め
ら
れ
︑
ま
た
他
の
活
動
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
︒

し
た
が
っ
て
︑
多
様
な
読
み
を
孕
む
文
学
作
品
に
対
し
て
も
︑
こ
の
﹁
前
意
味
論
的
欲
動
﹂
を
中
心
と
し
た

読
解
を
示
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
作
者
と
の
紐
帯
を
重
視
し
た
読
み
と
な
る
が
︑
文
学
作
品
の
芸
術
性
や
面

白
さ
が
そ
こ
に
の
み
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

し
か
し
︑
﹁
前
意
味
論
的
欲
動
﹂
を
本
質
主
義
的
に
捉
え
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
い
た
い
︒
そ
れ
で
は
三
島

由
紀
夫
論
を
超
越
的
イ
デ
ア
論
に
後
退
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
だ
︒
基
盤
と
し
て
の
本
質
や
起
源
な
ど
擬
制
で
し

か
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
︒
﹁
前
意
味
論
的
欲
動
﹂
は
︑
三
島
の
作
品
や
言
動
に
表
れ
る

衝
撃
的
で
奇
妙
な
︑
あ
る
い
は
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
表
現
か
ら
抽
出
さ
れ
た
あ
る
傾
向
の
総
称
で
あ
る
︒

三
島
由
紀
夫
の
活
動
が
︑
彼
の
﹁
前
意
味
論
的
欲
動
﹂
を
軸
に
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
を
評

伝
と
し
て
提
示
し
︑
そ
れ
を
論
じ
よ
う
と
い
う
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
︒
﹁
三
島
は
な
ぜ
死
ん
だ
の
か
﹂
と

い
う
尽
き
ぬ
疑
問
に
も
︑
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
答
え
を
出
し
た
い
と
思
う
︒

な
お
︑
三
島
由
紀
夫
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
﹃
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集
』︵
新
潮
社
︶
に
拠
っ
た
︒
ま
た
︑

敬
称
を
付
す
べ
き
方
も
い
る
が
︑
す
べ
て
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒

はじめに
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一

悲
劇
的
な
も
の
へ
の
憧
憬

死
を
予
感
さ
せ
る
こ
と
ば

一
九
六
八
︵
昭
和
四
十
三
︶
年
三
月
の
あ
る
早
朝
︑
三
島
由
紀
夫
は
︑
静
岡
県
御
殿
場
市
に
あ
る
陸
上
自
衛
隊

滝
ヶ
原
分
屯
地
内
を
半
裸
の
恰
好
で
駆
け
足
を
し
て
い
た
︒
後
に
﹁
楯
の
会
﹂
会
員
と
な
る
学
生
た
ち
と
一
緒

で
あ
る
︒
三
月
一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
︑
こ
こ
で
自
衛
隊
の
体
験
入
隊
が
行
わ
れ
た
︒
三
島
に
と
っ
て
は
二
度

目
の
︑
学
生
の
引
率
と
し
て
は
最
初
の
体
験
入
隊
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
の
こ
と
を
三
島
は
評
論
﹃
太
陽
と
鉄
』

︵
講
談
社
︑
一
九
六
八
年
︶
の
最
終
章
で
︑
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

早
春
の
朝
ま
だ
き
︑
集
団
の
一
人
に
な
つ
て
︑
額
に
は
日
の
丸
を
染
め
な
し
た
鉢
巻
を
締
め
︑
身
も
凍

る
半
裸
の
姿
で
︑
駈
け
つ
づ
け
て
ゐ
た
私
は
︑
そ
の
同
苦
︑
そ
の
同
じ
懸
声
︑
そ
の
同
じ
歩
調
︑
そ
の
合

唱
を
貫
ぬ
い
て
︑
自
分
の
肌
に
次
第
に
に
じ
ん
で
来
る
汗
の
や
う
に
︑
同
一
性
の
確
認
に
他
な
ら
ぬ
あ
の

﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
が
君
臨
し
て
く
る
の
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
︒
そ
れ
は
凜り
ん

列れ
つ

な
朝
風
の
底
か
ら
か
す

か
に
芽
生
え
て
く
る
肉
の
炎
で
あ
り
︑
さ
う
云
つ
て
よ
け
れ
ば
︑
崇
高
さ
の
か
す
か
な
萌
芽
だ
つ
た
︒

﹁
身
を
挺
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
ふ
感
覚
は
︑
筋
肉
を
躍
ら
せ
て
ゐ
た
︒
わ
れ
わ
れ
は
等
し
く
栄
光
と
死
を
望

2



ん
で
ゐ
た
︒
望
ん
で
ゐ
る
の
は
私
一
人
で
は
な
か
つ
た
︒

望
ん
で
い
る
﹁
栄
光
と
死
﹂
と
は
︑
一
九
七
〇
︵
昭
和
四
十
五
︶
年
の
自
決
を
思
わ
せ
る
︒
冗
談
め
か
し
て
死

を
口
に
す
る
こ
と
は
度
々
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
﹁
決
意
を
彼
が
公
に
し
た
最
初
の
文
章
だ
っ
た
﹂
と
村
松
剛
が

書
い
て
い
る
︵
﹃
三
島
由
紀
夫
の
世
界
﹄
︶
︒
こ
こ
で
目
に
留
ま
る
の
は
︑
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
と
﹁
身
を
挺
し
て
ゐ

る
﹂
と
い
う
鍵
括
弧
で
括
ら
れ
た
二
つ
の
こ
と
ば
で
あ
る
︒
長
年
︑
自
己
の
特
殊
性
に
悩
ん
で
い
た
三
島
は
︑

同
志
を
得
て
彼
ら
と
の
間
に
疎
外
感
の
な
い
自
己
を
実
感
し
︑
そ
れ
が
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
と
し
て
理
解
さ
れ

た
の
だ
︒
そ
し
て
そ
こ
で
﹁
身
を
挺
し
て
ゐ
る
﹂
︑
つ
ま
り
﹁
栄
光
と
死
﹂
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら

れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
何
も
の
に
も
代
え
難
い
深
い
充
足
感
が
表
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
こ
の
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
と
﹁
身
を
挺
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
︑
﹃
仮
面
の
告
白
』︵
河
出

書
房
︑
一
九
四
九
年
︶
に
出
て
く
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒
村
松
剛
が
同
じ
指
摘
を
し
て
い
る
︒
ち
ょ
う
ど
二
十
年
前
︑

こ
の
こ
と
ば
の
記
さ
れ
た
﹃
仮
面
の
告
白
﹄
第
一
章
は
︑
一
九
四
八
︵
昭
和
二
十
三
︶
年
の
十
一
月
か
十
二
月
に

書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
職
業
作
家
と
し
て
出
発
し
た
記
念
碑
的
な
作
品
に
書
い
た
こ
と
ば
を
︑
二
十
年
後
に

死
の
予
感
を
告
白
す
る
文
章
に
織
り
込
ん
だ
の
は
意
図
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と
ば
に
は
ど
う
い
う

意
味
が
籠
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
﹃
仮
面
の
告
白
﹄
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
︒

序 章 前意味論的欲動
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『
仮
面
の
告
白
﹄
の
汚
穢
屋

性
に
関
す
る
自
伝
的
な
小
説
﹃
仮
面
の
告
白
﹄
に
は
︑
五
歳
の
と
き
に
見
た
汚お

穢わ
い

屋
の
姿
が
印
象
深
く
記
さ

れ
て
い
る
︒
﹁
最
初
の
記
憶
︑
ふ
し
ぎ
な
確
た
る
影
像
で
私
を
思
ひ
悩
ま
す
記
憶
が
︑
そ
の
あ
た
り
で
は
じ
ま

つ
た
﹂
と
︑
十
分
な
間
合
い
を
取
っ
て
こ
の
記
憶
は
書
か
れ
て
い
る
︒
坂
を
下
り
て
く
る
糞
尿
汲
み
取
り
人
の

若
者
に
︑
主
人
公
の
﹁
私
﹂
は
惹
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
︒
汚
穢
屋
の
青
年
は
︑
﹁
肥こ
え

桶を
け

を
前
後
に
荷に
な

ひ
︑

汚
れ
た
手
拭
で
鉢
巻
を
し
︑
血
色
の
よ
い
美
し
い
頰
と
輝
や
く
目
を
も
ち
︑
足
で
重
み
を
踏
み
わ
け
な
が
ら
坂

を
下
り
て
来
た
﹂
︒
こ
の
若
者
を
見
て
﹁
﹃
私﹅

が﹅

彼﹅

に﹅

な﹅

り﹅

た﹅

い﹅

﹄
と
い
ふ
欲
求
︑
﹃
私﹅

が﹅

彼﹅

で﹅

あ﹅

り﹅

た﹅

い﹅

﹄
と

い
ふ
欲
求
﹂
に
取
り
つ
か
れ
て
し
ま
う
︒
こ
こ
に
は
同
性
愛
的
な
同
一
化
の
願
望
が
出
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の

こ
と
よ
り
も
大
事
な
の
は
︑
次
の
一
節
で
あ
る
︒

き
は
め
て
感
覚
的
な
意
味
で
の
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
を
︑
私
は
彼
の
職
業
か
ら
感
じ
た
︒
彼
の
職
業
か

ら
︑
或
る
﹁
身
を
挺
し
て
ゐ
る
﹂
と
謂
つ
た
感
じ
︑
或
る
投
げ
や
り
な
感
じ
︑
或
る
危
険
に
対
す
る
親
近

の
感
じ
︑
虚
無
と
活
力
と
の
め
ざ
ま
し
い
混
合
と
謂
つ
た
感
じ
︑
さ
う
い
ふ
も
の
が
溢あ
ふ

れ
出
て
五
歳
の
私

に
迫
り
私
を
と
り
こ
に
し
た
︒
汚
穢
屋
と
い
ふ
職
業
を
私
は
誤
解
し
て
ゐ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
︒

｢
彼
の
職
業
﹂
か
ら
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
も
﹁
身
を
挺
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
っ
た
感
じ
も
来
て
い
る
が
︑
や
は
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り
そ
れ
は
﹁
誤
解
﹂
に
ち
が
い
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
よ
う
に
言
語
化
さ
れ
た
の
は
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
は

ず
だ
︒
﹁
こ
の
影
像
は
何
度
と
な
く
復
習
さ
れ
強
め
ら
れ
集
中
さ
れ
︑
そ
の
た
び
ご
と
に
新
た
な
意
味
を
附
さ

れ
た
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
こ
れ
が
︑
少
年
三
島
の
実
体
験
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
後
年
に
言
語
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
︑
そ
の
印
象
と
汚
穢
屋
と
い
う
職
業
と
に
は
齟
齬
が
あ
り
︑

﹁
私
は
誤
解
し
て
ゐ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
﹂
と
あ
え
て
書
い
て
︑
整
合
性
を
取
り
繕
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す

れ
ば
︑
こ
れ
が
幼
年
時
代
の
実
体
験
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
三
島
由
紀
夫
は
奥
野

健
男
に
︑
﹃
仮
面
の
告
白
﹄
で
書
い
た
こ
と
は
﹁
虚
構
を
ま
じ
え
て
い
な
い
事
実
﹂
だ
と
語
っ
た
と
い
う
︵
﹃
三

島
由
紀
夫
伝
説
﹄
︶
︒
式
場
隆
三
郎
へ
の
手
紙
︵
一
九
四
九
年
七
月
十
九
日
付
︶
で
も
そ
う
書
い
て
い
る
︒

こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
を
︑
二
十
年
の
歳
月
を
隔
て
て
︑
し
か
も
死
の
予
感
を
記
し
た
文
章
に
使
っ
た
の
は
︑

こ
の
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
情
動
が
一
貫
し
て
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
三
島
が
確
認
し
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
︒

そ
し
て
そ
れ
は
︑
奥
野
や
式
場
へ
の
発
言
を
信
じ
る
な
ら
ば
五
歳
の
と
き
の
感
覚
で
あ
り
︑
四
十
五
歳
の
死
に

ま
で
継
続
し
た
感
覚
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
﹁
身
を
挺
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現

さ
れ
る
感
覚
を
︑
本
書
で
は
﹁
前
意
味
論
的
欲
動
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒

前
意
味
論
的
欲
動
の
定
位

前
意
味
論
的
欲
動
と
は
︑
言
語
化
し
意
味
と
し
て
決
定
さ
れ
る
以
前
に
遡
る
こ
と
に
な
る
体
験
や
実
感
に
表

序 章 前意味論的欲動
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れ
た
︑
何
も
の
か
に
執
着
す
る
深
い
欲
動
と
で
も
い
っ
た
意
味
で
あ
る
︒

｢
身
を
挺
す
る
﹂
と
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
何
か
の
た
め
に
身
を
投
げ
出
し
犠
牲
と
な
る
こ
と
︑
場
合
に

よ
っ
て
は
死
を
も
辞
さ
な
い
こ
と
だ
︒
そ
こ
に
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
と
い
っ
た
感
覚
が
生
じ
る
︒
﹃
太
陽
と
鉄
﹄

で
は
︑
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
を
疎
外
感
か
ら
癒
や
さ
れ
た
男
同
士
の
絆
と
い
っ
た
意
味
で
使
っ
て
い
る
が
︑
﹃
仮

面
の
告
白
﹄
で
は
︑
逆
に
﹁
私
の
官
能
が
そ
れ
を
求
め
し
か
も
私
に
拒
ま
れ
て
ゐ
る
或
る
場
所
で
︑
私
に
関
係

な
し
に
行
は
れ
る
生
活
や
事
件
︑
そ
の
人
々
﹂
だ
と
い
う
︒
両
者
の
懸
隔
は
お
そ
ら
く
本
質
的
で
は
な
い
︒
そ

れ
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か
は
条
件
次
第
で
あ
り
︑
幼
児
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
が
四
十

三
歳
の
時
点
で
は
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
︑
要
す
る
に
参
加
す
る
意
欲
が
意
味
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
︒

﹁
身
を
挺
す
る
﹂
こ
と
の
起
こ
る
﹁
生
活
や
事
件
︑
そ
の
人
々
﹂
が
あ
り
︑
そ
こ
に
参
加
す
る
／
参
加
で
き
な

い
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
参
加
の
意
欲
が
自
身
を
﹁
悲
劇
的
な
も
の
﹂
に
す
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
﹃
仮
面
の
告
白
﹄
の
こ
の
後
の
記
述
を
併
せ
て
考
え
る
と
︑
こ
の
こ
と
ば
に
あ
る
危
険
な
方
向
に

は
︑
血
生
臭
い
残
虐
性
へ
の
嗜
好
が
付
随
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
﹁
憂
国
﹂
の
切
腹
場
面
が
最
も
あ
か
ら

さ
ま
な
例
で
あ
る
︒
﹁
憂
国
﹂
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
三
島
由
紀
夫
に
は
︑
切
腹
や
血
に
対
す
る
意

味
づ
け
が
た
い
︑
そ
れ
自
体
が
目
的
と
し
か
思
え
な
い
欲
動
が
あ
る
︒
﹁
身
を
挺
し
て
ゐ
る
﹂
﹁
悲
劇
的
な
も

の
﹂
の
具
象
的
嗜
欲
が
そ
こ
に
は
あ
る
︒

横
尾
忠
則
は
︑
平
野
啓
一
郎
︑
田
中
慎
弥
︑
中
村
文
則
と
の
座
談
会
﹁
�
�
�
�
年
の
三
島
由
紀
夫
﹂
で
︑
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﹁
精
神
的
な
側
面
︑
あ
る
い
は
思
想
的
な
側
面
か
ら
三
島
さ
ん
を
論
じ
て
き
た
も
の
は
か
な
り
多
い
︒
で
も
︑

三
島
さ
ん
と
し
て
は
︑
﹃
憂
国
﹄
の
腸
が
飛
び
出
す
と
い
う
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
肉
体
の
言
葉
が
あ

っ
た
わ
け
で
︑
そ
れ
が
三
島
さ
ん
の
思
想
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
発
言
は
三

島
論
と
し
て
は
平
凡
な
も
の
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
横
尾
忠
則
は
何
か
を
直
感
し
︑
大
事
な
こ
と
を
述

べ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
三
島
由
紀
夫
に
と
っ
て
﹁
腸
が
飛
び
出
す
﹂
苦
痛
は
﹁
思
想
﹂
で
あ
り
︑
ま
た

快
楽
で
も
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
存
在
の
深
部
か
ら
湧
出
す
る
欲
動
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
︑
ま
だ
条
件
が
揃
っ
て
い
な
い
︒
﹁
身
を
挺
す
る
﹂
に
は
︑
目
的
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

長
ず
る
に
し
た
が
い
︑
﹁
身
を
挺
す
る
﹂
対
象
が
次
第
に
明
確
に
な
っ
て
い
く
︒
何
か
大
い
な
る
も
の
︑
大

義
と
い
っ
た
権
威
の
た
め
に
﹁
身
を
挺
す
る
﹂
と
い
う
気
概
が
現
れ
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
︒
成
長
と
と
も
に

破
滅
に
向
か
っ
た
戦
争
が
そ
う
い
う
情
動
を
醸
成
し
た
と
か
︑
日
本
浪
曼
派
や
蓮
田
善ぜ
ん

明め
い

の
影
響
が
あ
っ
た
と

か
︑
そ
う
い
う
意
見
は
あ
る
︒
し
か
し
断
っ
て
お
く
が
︑
三
島
が
汚
穢
屋
を
見
た
の
は
五
歳
の
と
き
で
︑
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
宣
揚
が
内
面
化
す
る
年
齢
で
は
な
い
︒
自
身
の
身
内
か
ら
出
る
欲
動
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

加
え
て
言
え
ば
︑
敗
戦
ま
で
の
三
島
は
︑
戦
時
の
風
潮
か
ら
は
距
離
を
置
い
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の

だ
︒
む
し
ろ
戦
後
に
な
り
︑
大
い
な
る
も
の
に
﹁
身
を
挺
す
る
﹂
状
況
が
消
滅
す
る
と
︑
反
時
代
的
に
自
己
の

前
意
味
論
的
欲
動
を
表
に
出
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒

序 章 前意味論的欲動
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餅
と
炭
火
の
比
喩

法
学
部
出
身
の
三
島
は
︑
法
律
に
つ
い
て
も
面
白
い
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
︒
﹁
法
律
と
餅
焼
き
｣︵﹁
法
学

セ
ミ
ナ
ー
﹂
一
九
六
六
年
四
月
号
︶
で
︑
﹁
法
律
と
は
こ
の
餅
網
な
の
だ
ら
う
﹂
と
言
う
︒
餅
は
︑
人
間
や
そ
の
生

活
︑
文
化
を
象
徴
し
︑
炭
火
は
﹁
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
︑
超
人
間
的
な
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
衝
動

の
プ
ー
ル
で
あ
る
潜
在
意
識
の
世
界
を
象
徴
し
て
ゐ
る
﹂
と
言
う
︒
こ
の
見
立
て
が
卓
抜
な
の
は
︑
人
間
の
情

念
と
市
民
生
活
と
法
と
を
包
摂
し
︑
さ
ら
に
文
化
や
芸
術
に
ま
で
及
ぶ
巨
視
性
に
あ
る
︒

｢
た
だ
︑
餅
網
に
と
つ
て
い
か
に
も
厄
介
な
の
は
︑
芸
術
と
い
ふ
︑
妙
な
餅
で
あ
る
﹂
と
話
は
芸
術
論
に
展

開
す
る
︒
﹁
こ
の
餅
だ
け
は
全
く
始
末
が
わ
る
い
︒
こ
の
餅
は
た
し
か
に
網
の
上
に
ゐ
る
の
で
あ
る
が
︑
ど
う

も
︑
網
目
を
ぬ
す
ん
で
︑
あ
の
怖
ろ
し
い
火
と
火
遊
び
を
し
た
が
る
︒
そ
し
て
︑
け
し
か
ら
ん
こ
と
に
は
︑
餅

網
の
上
で
焼
か
れ
て
︑
ふ
つ
く
ら
し
た
適
度
の
お
い
し
い
焼
き
方
に
な
つ
て
ゐ
な
が
ら
︑
同
時
に
︑
ち
ら
と
︑

黒
焦
げ
の
餅
の
︑
妙
な
︑
忘
れ
ら
れ
な
い
味
は
ひ
を
人
に
教
へ
る
﹂
︒
芸
術
が
こ
う
い
う
も
の
と
ば
か
り
は
言

え
な
い
と
し
て
も
︑
芸
術
か
ら
こ
の
危
険
な
﹁
炭
火
﹂
を
除
け
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒

も
は
や
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
︑
こ
の
炭
火
と
は
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
前
意
味
論
的
欲
動
を
言
う
︒
表

現
の
巧
拙
を
度
外
視
す
れ
ば
︑
前
意
味
論
的
欲
動
に
よ
っ
て
黒
焦
げ
に
な
っ
た
餅
が
芸
術
で
あ
る
︒
適
度
に
焼

け
た
餅
な
ど
は
︑
﹁
つ
ひ
に
戦
慄
的
な
傑
作
に
な
る
機
会
を
逸
し
て
し
ま
ふ
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ウ
ェ
ル

メ
イ
ド
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
で
あ
る
︒
そ
し
て
先
走
っ
て
述
べ
る
な
ら
ば
︑
三
島
由
紀
夫
と
い
う
人
は
︑
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あ
の
黒
く
焼
け
た
﹁
戦
慄
的
な
傑
作
﹂
を
求
め
つ
づ
け
な
が
ら
︑
そ
こ
に
も
満
足
せ
ず
︑
遂
に
は
熾
っ
た
炭
火

の
中
に
餅
を
投
じ
て
し
ま
っ
た
人
で
あ
る
︒
市
ヶ
谷
駐
屯
地
で
の
苛
烈
な
最
期
は
︑
法
の
餅
網
を
く
ぐ
り
抜
け
︑

前
意
味
論
的
欲
動
の
火
勢
に
身
を
任
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
こ
の
前
意
味
論
的
欲
動
は
︑
芸
術
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
者
で
も
な
け
れ
ば
︑
日
常
生
活
で
は
そ
れ
ほ

ど
し
ば
し
ば
表
に
出
る
も
の
で
は
な
い
︒
市
民
生
活
者
と
し
て
は
︑
抑
制
す
る
と
か
秘
匿
す
る
と
か
せ
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
誤
解
の
な
い
よ
う
に
述
べ
て
お
く
と
︑
前
意
味
論
的
欲
動
は
芸
術
に
関
心
が
あ
ろ
う
と

な
か
ろ
う
と
誰
に
で
も
あ
る
︒
必
ず
し
も
そ
れ
で
生
き
辛
さ
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
︑

三
島
の
場
合
は
市
民
生
活
と
折
り
合
わ
な
い
も
の
と
し
て
あ
っ
た
︒
三
島
由
紀
夫
の
作
品
を
一
つ
ひ
と
つ
思
い

浮
か
べ
て
み
る
と
︑
主
人
公
た
ち
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
︑
生
き
辛
さ
を
託か
こ

っ
て
い
る
︒
三
島
由
紀
夫
の
文
学
は
︑

生
き
辛
さ
に
喘あ
え

ぐ
人
た
ち
に
︑
﹁
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
﹂
と
い
う
意
外
に
古
風
な
読
み
方
を
︑
し
か
し

黒
く
焦
げ
た
苦
み
の
あ
る
生
き
方
を
開
い
て
み
せ
る
の
で
あ
る
︒

二

本
心
の
な
い
作
家

終
戦
直
後
の
三
島
評

そ
の
人
の
心
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
出
た
︑
容
易
に
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
気
持
ち
や
考
え
を
﹁
本
心
﹂
と

序 章 前意味論的欲動
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呼
ん
で
お
く
と
︑
若
い
頃
の
三
島
由
紀
夫
は
︑
〝
本
心
の
な
い
作
家
〟
〝
本
心
の
見
え
な
い
作
家
〟
と
見
ら
れ
て

い
た
︒
戦
争
が
終
わ
る
と
︑
大
学
生
だ
っ
た
三
島
は
作
品
の
売
り
込
み
に
腐
心
す
る
︒
し
か
し
文
芸
誌
に
や
っ

と
載
せ
て
も
ら
え
て
も
︑
評
価
は
芳
し
く
は
な
か
っ
た
︒
本
心
が
な
い
︑
あ
る
い
は
見
え
な
い
と
言
わ
れ
た
の

で
あ
る
︒

本
多
秋
五
の
﹃
続

物
語
戦
後
文
学
史
﹄
は
回
想
記
的
な
文
学
史
で
あ
る
が
︑
終
戦
直
後
の
三
島
作
品
に
つ

い
て
こ
う
言
う
︒
﹁
三
島
の
小
説
が
マ
ガ
イ
モ
ノ
と
映
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
﹂
︒
﹃
盗
賊
﹄
は
﹁
い
か
に
も

頭
の
な
か
だ
け
で
デ
ッ
ち
上
げ
た
無
理
な
小
説
﹂
で
︑
﹁
苧お
つ

Uと
う

と
瑪ま

耶や

﹂
は
﹁
な
ん
の
人
生
経
験
も
な
い
少
年

三
島
由
紀
夫
が
︑
空
想
の
絵
の
具
で
空
想
の
も
の
が
た
り
を
彩
っ
た
夢
想
浮
遊
小
説
﹂
︑
﹁
春
子
﹂
﹁
サ
ー
カ
ス
﹂

﹁
殉
教
﹂
﹁
家
族
合
せ
﹂
は
︑
﹁
さ
て
何
の
た
め
に
こ
れ
ら
は
書
か
れ
た
の
か
︑
作
者
は
そ
こ
で
何
を
い
わ
ん
と

し
た
の
か
と
い
う
段
に
な
る
と
︑
当
時
の
読
者
は
首
を
か
し
げ
た
と
思
う
﹂
︒
﹁
宝
石
売
買
﹂
﹁
山
羊
の
首
﹂
﹁
獅

子
﹂
﹁
大
臣
﹂
﹁
魔
群
の
通
過
﹂
は
︑
﹁
こ
の
絢
爛
た
る
才
気
は
一
体
ど
こ
に
根
ざ
す
の
か
と
︑
半
信
半
疑
の
気

持
で
う
け
取
ら
れ
た
﹂
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
︒
﹁
三
島
が
と
か
く
本
心
の
な
い
作
家
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
で

あ
り
︑
私
も
ま
た
彼
を
本
心
の
な
い
作
家
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
感
想
も
あ
る
︒
当
時
の

﹁
群
像
﹂
の
﹁
創
作
合
評
会
﹂
を
見
て
い
く
と
︑
中
野
好
夫
﹁
現
実
を
み
る
眼
が
い
つ
も
後
ろ
を
向
い
て
い
る
｣

︵
一
九
四
七
年
八
月
号
︶
︑
高
見
順
﹁
彼
が
書
い
て
い
る
小
説
は
︑
彼
自
身
の
生
き
る
こ
と
と
何
の
関
係
も
な
い
｣

︵
同
年
十
一
月
号
︶
︑
中
村
光
夫
﹁
魂
が
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
｣︵
一
九
四
八
年
九
月
号
︶
︑
中
山
義
秀
﹁
肉
は
な
い
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