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一

は
じ
め
に

『
仮
面
の
告
白
』
は
昭
和
二
十
四
年
七
月
に
河
出
書
房
よ
り
、
「
書
き
下

ろ
し
長
篇
小
説
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
本
作
は
三
島

由
紀
夫
の
自
叙
伝
的
要
素
が
極
め
て
強
く
、
作
品
と
作
家
の
距
離
を
め
ぐ

っ
て
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
『
仮
面
の
告
白
』
に
お

け
る
出
来
事
の
殆
ど
は
事
実
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
書
は
三

島
の
私
小
説
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

。
特
に
作
中
に

(1)

お
け
る
同
性
愛
の
描
写
に
よ
っ
て
、
三
島
が
同
性
愛
者
で
あ
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
同
性
愛
伝
説
」
が
形
成
さ
れ
る
に
至
り
、
『
仮
面
の
告
白
』

は
か
な
り
三
島
自
身
と
重
ね
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
作
品
で
あ
る
と
言

え
る

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
村
松
剛
が
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』（
新
潮

(2)

社

平
成
二
年
九
月
）
に
お
い
て
、
三
島
が
同
性
愛
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
福
島
次
郎
が
そ
の
後
『
三
島
由
紀
夫

―

剣
と
寒
紅

―
』（
文
藝
春
秋
社

平
成
十
年
三
月
）
に
お
い
て
、
自
身
と
三
島

の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
体
験
を
書
い
て
お
り
、
未
だ
決
着
を
見
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
は
同
性
愛
を
巡
る
問
題
を
取
り
上

げ
た
い
訳
で
は
な
い
。
問
題
は
、
テ
ク
ス
ト
と
作
家
の
距
離
に
あ
る
。

「
作
者
」
と
い
う
仮
面

―
三
島
由
紀
夫
『
仮
面
の
告
白
』
論

―
稲

田

大

貴

I
N
A
D
A

D
a
i
k
i

本
稿
は
作
品
（
テ
ク
ス
ト
）
と
三
島
由
紀
夫
自
身
（
作
家
）
を
切
断
す
る

立
場
を
採
る
。
そ
れ
は
作
家
を
参
照
し
た
テ
ク
ス
ト
読
解
に
拠
ら
ず
、
ま

た
テ
ク
ス
ト
読
解
を
作
家
自
身
の
意
図
に
接
続
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
に

「
作
者
」
を
要
求
す
る
。
こ
の
「
作
者
」
と
現
実
の
作
家
と
は
決
し
て
同

一
の
も
の
で
は
な
い
。
「
作
者
」
と
は
テ
ク
ス
ト
の
側
か
ら
立
ち
上
が
っ

て
く
る
、
作
家
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
糸
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
『
仮
面
の
告
白
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
「
作
者
」
を
見
出
す
試

み
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
作
家
と
し
て
の
三
島
由
紀
夫
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト

を
構
成
す
る
糸
を
紡
ぎ
出
す
試
み
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
一
つ
に
位
置
付

け
ら
れ
る
。

な
ぜ
『
仮
面
の
告
白
』
を
取
り
上
げ
る
の
か
、
こ
の
点
に
言
及
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
仮
面
の
告
白
』

に
お
け
る
、
テ
ク
ス
ト
と
作
家
の
距
離
が
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
点

に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
を
三
島
自
身
に

接
続
す
る
読
み
が
許
容
さ
れ
て
き
た
。
先
に
挙
げ
た
「
同
性
愛
伝
説
」
な

ど
は
そ
の
典
型
例
と
言
え
る
。
一
見
す
る
と
私
小
説
の
よ
う
に
見
え
る
『
仮

面
の
告
白
』
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
島
ら
し
さ
」
が
認
知
さ
れ
る
根
源
と
な

っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
と
作
家
が
極
め
て
直
接
的
に
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
「
仮
面
の
告
白
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
以
上
、
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
作
家

自
身
と
を
直
接
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
危
険
を
伴
う
。
ま
ず
は
テ
ク
ス
ト
か

ら
見
出
さ
れ
る
「
作
者
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
作
家
と
し
て
の
三
島
由
紀
夫
」
と
い
う
テ
ク
ス



ト
を
構
成
す
る
個
々
の
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
「
作
者
」
の
位
相
を
考
え

る
と
き
、
『
仮
面
の
告
白
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

二

問
題
の
所
在

本
稿
の
問
題
点
を
提
示
す
る
前
に
、
作
家
、
三
島
由
紀
夫
と
『
仮
面
の

告
白
』
の
「
作
者
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

問
題
点
は
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

加
藤
典
洋
は
Ｊ
・
デ
リ
ダ
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

。
(3)

こ
こ
に
新
た
に
再
定
義
さ
れ
た
〈
作
者
の
死
〉
（
バ
ル
ト
の
言
う

そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
こ
れ
を
ヤ
マ
カ
ッ
コ
で
示
す
）
と
は
、
第
一

義
的
に
は
、
書
き
手
の
う
ち
に
現
実
の
作
者
が
「
中
立
変
容
」
し

て

―
現
実
的
判
断
定
立
を
「
中
立
化
」
さ
せ
て

―
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
現
実
の
作
者
と
書
き
手
と
の

断
絶
が
あ
る
。
発
語
連
関
に
お
い
て
、
こ
れ
は
現
実
の
作
者
の
（
像

化
）
と
い
う
契
機
を
な
し
、
受
語
連
関
に
お
い
て
、
こ
れ
は
テ
ク
ス

ト
が
読
み
手
に
「
作
者
の
像
」
を
信
憑
さ
せ
る
契
機
と
し
て
現
れ
る
。

（
加
藤
典
洋
『
テ
ク
ス
ト
か
ら
遠
く
離
れ
て
』
講
談
社

平
成
十
六
年
一
月
）

こ
こ
で
加
藤
が
述
べ
る
〈
作
者
の
死
〉
と
は
、
発
語
主
体
（
現
実
の
作
家
）

に
よ
っ
て
何
か
が
言
語
化
さ
れ
る
と
き
、
現
実
の
作
家
が
、
言
語
化
さ
れ

た
も
の
の
書
き
手
（
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
出
さ
れ
る
「
作
者
」）
に
変
容
（
像
化
）
す

る
こ
と
で
、
「
微
弱
な
死
」
を
遂
げ
、「
不
在
」
化
す
る
こ
と
を
指
す
。
し

か
し
テ
ク
ス
ト
が
受
語
主
体
（
読
者
）
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
時
、
テ
ク

ス
ト
か
ら
立
ち
上
が
る
「
作
者
」
は
信
憑
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
「
作

者
の
像
」
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
倣
え
ば
、

三
島
由
紀
夫
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
仮
面
の
告
白
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か

ら
見
出
さ
れ
る
「
作
者
」
は
決
し
て
三
島
由
紀
夫
自
身
で
は
な
く
、
像
化

し
た
「
三
島
由
紀
夫
」
で
あ
る
。
し
か
し
作
家
と
し
て
の
三
島
由
紀
夫
は

こ
の
「
三
島
由
紀
夫
」
を
通
じ
て
の
み
、
見
出
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
の
問
題
点
を
提
示
し
た
い
。

近
年
の
『
仮
面
の
告
白
』
研
究
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の

は
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
存
在
で
あ
る
。
『
仮
面
の
告
白
』
は
、

書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
が
、
過
去
の
自
分
自
身
を
作
中
人
物
と
し
て
語

る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
加
藤
は
橋
本
治
『
「
三
島
由
紀
夫
」
と

は
な
に
も
の
だ
っ
た
の
か
』（
新
潮
社

平
成
十
四
年
一
月
）
を
踏
ま
え
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る

。
(4)

む
ろ
ん
先
の
一
文
に
お
け
る
「
書
く
自
我
」
が
芸
術
家
で
あ
る
三
島

由
紀
夫
で
あ
り
、
「
書
か
れ
る
自
我
」
が
戸
籍
上
の
個
人
で
あ
る
平

岡
公
威
な
の
で
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
が
「
平
岡
公
威
」
を
模
倣
し
、

「
平
岡
公
威
」
に
な
っ
て
書
く
こ
と
で
、
「
三
島
由
紀
夫
」
の
到
来

以
前
に
預
言
者
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
と
し
て
そ
こ
に
オ
リ
ジ
ナ

ル
・
モ
デ
ル
＝
第
一
人
者
と
し
て
生
き
て
き
た
平
岡
公
威
は
、
そ
こ

に
生
ま
れ
る
作
者
た
る
「
三
島
由
紀
夫
」
の
イ
エ
ス
と
し
て
の
到
来

に
よ
っ
て
逆
に
「
整
理
さ
れ
再
編
成
さ
れ
」
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
モ



デ
ル
と
し
て
は
姿
を
消
す
。
そ
し
て
作
品
が
書
か
れ
た
後
に
は
、
そ

れ
ま
で
の
〝
筆
名
三
島
由
紀
夫
＝
戸
籍
上
の
個
人
平
岡
公
威
〟
た
る

実
在
、
『
盗
賊
』
を
書
く
ま
で
の
作
者
三
島
由
紀
夫
に
代
わ
り
、
戸

籍
上
の
個
人
平
岡
公
威
を
そ
っ
く
り
く
り
ぬ
い
た
仮
面
だ
け
の
実
在

で
あ
る
新
し
い
作
者
、
「
三
島
由
紀
夫
」
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。（
前
掲
『
テ
ク
ス
ト
か
ら
遠
く
離
れ
て
』）

加
藤
は
「
書
く
自
我
」
を
「
芸
術
家
で
あ
る
三
島
由
紀
夫
」
と
見
な
し
て

い
る
。
こ
れ
は
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
と
「
作
者
」
を
区
別
し
て
い
な

い
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
こ
の
二
つ
は
明
確

に
非
同
一
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の

二
つ
の
概
念
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
示
し
て
お
く
。
加
藤
論

に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
一
つ
の
問
題
を

提
示
す
る
。
「
告
白
」
を
し
て
い
る
の
は
「
誰
」
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
加
藤
は
告
白
者
を
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
＝
「
作
者
」
と
捉
え
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
梶
尾
文
武
と
佐
藤
秀
明
の
論
を
引
用
し
て
み

た
い
。表

題
に
戴
か
れ
た
「
仮
面
」
と
は
、
一
人
称
の
下
に
告
白
す
る
「
私
」

が
『
仮
面
の
告
白
』
を
書
く
作
家
・
三
島
由
紀
夫
を
指
す
も
の
で
は

な
い
と
い
う
仮
構
性
を
示
す
た
め
の
形
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ

ろ
が
こ
の
「
私
」
は
反
復
的
に
「
今
か
う
し
た
奇
矯
な
書
物
を
書
い

て
ゐ
る
」
こ
と
に
言
及
し
、
書
く
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
の
機
微
を

記
述
し
て
も
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
書
き
手
の
存
在
を
捨
象
し

て
は
い
な
い
。
書
き
手
と
し
て
ふ
る
ま
う
「
私
」
と
、
作
家
す
な
わ

ち
三
島
由
紀
夫
と
の
同
一
性
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
だ
。（
梶
尾
文
武

「
三
島
由
紀
夫
『
仮
面
の
告
白
』
論

―
書
く
こ
と
の
倒
錯

―
」「
日
本
近
代
文

学
」

平
成
十
九
年
五
月
）

そ
う
す
る
と
、
書
か
れ
る
「
私
」
＝
書
く
「
私
」
＝
書
く
三
島
と
い

う
等
式
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
書
く
「
私
」

に
つ
い
て
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
自
己
言
及
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
れ
は
思
わ
ず
出
て
し
ま
っ
た
綻
び
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
等
式
に
よ
れ
ば
、
川
端
が
「
川
端
康
成
な
る
作
品
」
で
あ
る
よ

う
に
、
書
く
三
島
は
、
書
か
れ
る
「
私
」
で
、
「
三
島
由
紀
夫
な
る

作
品
」
に
自
己
を
擬
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、

「
川
端
康
成
論
の
一
方
法
」
を
書
く
こ
と
で
、
書
か
れ
る
「
私
」
＝

書
く
「
私
」
＝
書
く
三
島
と
い
う
等
式
を
『
仮
面
の
告
白
』
の
方
法

と
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。（
佐
藤
秀
明
「
「
作
者
」
に
つ
い
て

の
提
起

―
『
仮
面
の
告
白
』
を
例
と
し
て
」
「
日
本
近
代
文
学
」

平
成
十
九
年

十
一
月
）

梶
尾
論
で
は
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
と
作
家
は
非
同
一
と
見
な
さ
れ
て

お
り
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
あ
く
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
表
象
の
一
部

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
佐
藤
論
は
、
書
か
れ
る
「
私
」
＝
書

く
「
私
」
＝
書
く
三
島
と
い
う
見
方
を
示
し
て
お
り
、
作
家
と
書
き
手
と

し
て
の
「
私
」
を
同
一
の
も
の
と
見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
三
氏
の
論
を

概
観
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
捉
え
方
が
異
な



っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
本
稿
の
問
題
点
が
見
出
さ
れ
る
。
三
氏
の
論
は
書

き
手
と
し
て
の
「
私
」
と
「
作
者
」
と
の
関
係
の
捉
え
方
こ
そ
異
な
る
も

の
の
、
「
仮
面
の
告
白
」
を
し
て
い
る
の
は
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
で

あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
「
仮
面
の
告
白
」
を

し
て
い
る
の
は
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス

ト
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
戴
か
れ
て
い
る
「
仮
面
の
告
白
」
と
い
う
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
は
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

は
明
ら
か
に
「
作
者
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
仮

面
の
告
白
」
を
し
て
い
る
の
は
「
作
者
」
で
あ
り
、
ま
た
書
き
手
と
し
て

の
「
私
」
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
作
者
」
の
「
仮
面
の
告
白
」
＝
書
き

手
と
し
て
の
「
私
」
の
「
仮
面
の
告
白
」
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
書

き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
「
仮
面
の
告
白
」
は
あ
く
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
表

象
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
作
者
」
の
「
仮
面
の
告
白
」
で
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
「
誰
が
」
「
ど
の
よ
う
に
」
「
何
を
」
「
告
白
」

し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
下
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
「
仮

面
の
告
白
」
と
い
う
表
象
か
ら
、
「
作
者
」
の
「
告
白
」
を
見
出
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

三

「
私
」・
仮
面
・
「
作
者
」

『
仮
面
の
告
白
』
の
「
私
」
は
、
二
つ
の
次
元
に
お
い
て
存
在
す
る
。

一
つ
は
書
か
れ
る
「
私
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」

で
あ
る
。

―
き
け
ば
き
く
ほ
ど
、
十
八
歳
の
、
夢
み
が
ち
な
、
し
か
も
ま

だ
自
分
の
美
し
さ
を
そ
れ
と
知
ら
な
い
、
指
先
に
ま
だ
稚
な
さ
の
残

つ
た
ピ
ア
ノ
の
音
で
あ
る
。
私
は
そ
の
お
さ
ら
ひ
が
い
つ
ま
で
も
つ

づ
く
こ
と
を
ね
が
つ
た
。
願
事
は
叶
へ
ら
れ
た
。
私
の
心
の
中
に
こ

の
ピ
ア
ノ
の
音
は
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
今
日
ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ

る
。（
『
仮
面
の
告
白
』
二
六
九
頁
）

こ
の
場
面
は
昭
和
十
九
年
の
時
点
に
お
け
る
書
か
れ
る
「
私
」
と
園
子
が

出
会
う
直
前
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
書
か
れ
る
「
五
年
後
の
今
日
」
と

は
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
時
間
を
示
す
。
テ
ク
ス
ト
の
結
末
は
昭

和
二
十
三
年
の
「
晩
夏
の
一
日
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
き
手
と
し
て
の

「
私
」
は
明
ら
か
に
テ
ク
ス
ト
結
末
部
よ
り
も
後
の
時
点
か
ら
書
い
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
、
書
か
れ
る
「
私
」
と
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
時

系
列
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
言
え
る

。
ま
た
書
き
手
と
し
て
の

(5)

「
私
」
は
過
去
の
自
身
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
視
点
は
決
し
て

過
去
の
自
身
に
寄
り
添
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

―
五
歳
の
元
日
の
朝
、
赤
い
コ
ー
ヒ
ー
の
様
な
も
の
を
私
は
吐
い

た
。
主
治
医
が
来
て
「
受
け
あ
へ
ぬ
」
と
言
つ
た
。
カ
ン
フ
ル
や
葡

萄
糖
が
針
差
の
や
う
に
打
た
れ
た
。
手
首
も
上
膊
も
脈
が
触
れ
な
く

な
つ
て
二
時
間
が
す
ぎ
た
。
人
々
は
私
の
死
体
を
見
た
。（
『
仮
面
の

告
白
』
一
七
九
頁
）

自
家
中
毒
に
冒
さ
れ
た
「
私
」
は
瀕
死
の
状
態
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観



察
は
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
。
特
に
「
人
々
は
私
の
死
体
を
見
た
」
と
い

う
一
文
は
、
決
し
て
「
私
」
に
は
語
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
私
」

が
語
る
た
め
に
は
、
「
私
」
は
「
人
々
」
を
見
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
「
私
」
は
「
死
体
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
こ
の
出
来
事
を
語
る
「
私
」
は
、
過
去
の
自
身
に
寄
り
添
わ
ず
と
も

語
る
こ
と
が
可
能
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
の
次
元
に

お
い
て
も
、
書
か
れ
る
「
私
」
と
書
き
手
の
私
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
と

言
え
る
。
ま
た
「
仮
面
の
告
白
」
と
題
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
書
き
手

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
真
偽
は
曖
昧
に
な
る
。
こ
こ
で
「
仮
面
の
告

白
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
「
仮
面
の
告
白
」

と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
あ
り
、
一
つ
の
解
釈
に
絞
り
込
む
こ
と
は
で
き

な
い
。
「
仮
面
の
告
白
」
と
い
う
語
は
次
の
三
通
り
の
意
味
に
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

①

―
「
仮
面
」
と
し
て
の
「
告
白
」（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
告
白
」
）

②

―
「
仮
面
」
に
よ
る
「
告
白
」（
「
仮
面
」
が
「
告
白
」
す
る
）

③

―
「
仮
面
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
告
白
」（
「
告
白
」
＝
「
仮
面
」）
(6)

先
の
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
と
書
か
れ
る
「
私
」
の
同
一
性
を
揺
る
が

す
の
は
①
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
が
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
過
去
の
自
身
と
の
同
一

性
は
必
要
と
は
さ
れ
な
い
。
「
自
分
ら
し
い
」
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
の

み
で
あ
る
。
「
仮
面
の
告
白
」
と
い
う
語
の
、
そ
の
他
の
解
釈
に
関
し
て

は
後
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
と
「
作
者
」
の
関
係

性
で
あ
る
。「
私
」
と
い
う
一
人
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
以
上
、
書
き
手
＝

「
作
者
」
と
い
う
見
方
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
見
方
の
一

因
と
し
て
、
『
仮
面
の
告
白
』
が
作
家
で
あ
る
三
島
由
紀
夫
の
自
叙
伝
的

傾
向
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
知
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
例
え
ば
同
じ
三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』（
新
潮
社

昭
和
三
十
一
年
十

月
）
も
一
人
称
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
だ
が
、
『
金
閣
寺
』
の
「
私
」（
溝

口
）
は
あ
く
ま
で
も
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
に
留
ま
っ
て
お
り
、「
作

者
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。

語
り
手
は
，
ま
た
，
内
包
さ
れ
た
作
者
（im

plied
author

）
と
も

区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
，
状
況
・
事
象
を
報
告
す

る
こ
と
は
な
い
が
，
状
況
・
事
象
の
選
択
，
配
分
，
統
合
に
は
責
任

を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
内
包
さ
れ
た
作
者
は
語
り
手
の

よ
う
に
テ
ク
ス
ト
中
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
，
テ
ク
ス
ト

全
体
か
ら
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
，
こ
の
語
り
手
と
内
包

さ
れ
た
作
者
の
区
別
に
は
問
題
の
出
る
余
地
が
あ
る
。
例
え
ば
，
不

在
の
語
り
手
（absent

narrator

）
や
，
可
能
な
限
り
の
見
え
な
い

語
り
手
（covert

narrator

）
を
語
り
手
と
し
て
持
つ
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ

イ
の
「
白
象
に
似
た
る
山
々
」
の
場
合
に
は
，
そ
の
区
別
は
判
然
と

し
な
く
な
る
。
し
か
し
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
『
大
い
な
る
遺
産
』
や
リ
ン

グ
・
ラ
ー
ド
ナ
ー
の
「
床
屋
の
話
」
の
よ
う
な
等
質
物
語
世
界
的
物

語
（hom

odiegetic
narrative

）
の
場
合
に
は
，
そ
の
区
別
は
極
め

て
明
快
な
も
の
と
な
る
。（
Ｇ
・
プ
リ
ン
ス
『
物
語
論
辞
典
』
遠
藤
健
一
訳
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『
仮
面
の
告
白
』
は
書
き
手
が
テ
ク
ス
ト
中
に
現
れ
る
等
質
物
語
世
界
的

物
語
で
あ
り
、
プ
リ
ン
ス
は
そ
の
よ
う
な
作
品
の
書
き
手
と
「
作
者
」
と

の
「
区
別
は
極
め
て
明
快
」
と
述
べ
て
い
る

。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、『
仮

(7)

面
の
告
白
』
に
お
い
て
書
き
手
＝
「
作
者
」（
あ
る
い
は
作
家
）
と
捉
え
る

の
は
、
い
わ
ゆ
る
作
家
情
報
を
参
照
す
る
こ
と
で
導
か
れ
る
読
み
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
『
仮
面
の
告
白
』
の
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
と

「
作
者
」
を
異
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
こ
の
二
つ
は
い
か
な
る

関
係
に
あ
る
の
か
。

私
が
現
在
の
考
へ
で
当
時
の
自
分
を
分
析
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い

と
い
ふ
謗
り
を
免
れ
る
た
め
に
、
十
六
歳
当
時
の
私
自
身
が
書
い
た

も
の
の
一
節
を
写
し
て
お
か
う
。（
『
仮
面
の
告
白
』
二
五
三
頁
）

こ
の
描
写
に
分
か
る
よ
う
に
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
し
ば
し
ば
テ

ク
ス
ト
中
に
姿
を
現
わ
す
。
こ
れ
は
即
ち
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
が

テ
ク
ス
ト
表
象
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
作
者
」

と
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
関
係
は
、
表
象
す
る
主
体
と
表
象
物
の
関

係
に
あ
る
と
言
え
る
。

四

書
く
「
私
」
の
告
白
と
い
う
表
象

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
「
誰
が
」
「
ど
の
よ
う
に
」
「
何
を
」

「
告
白
」
し
て
い
る
の
か
、
を
問
題
と
し
て
い
る
。
ま
ず
は
「
誰
が
」
と

い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
が
、
こ
れ
は
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
と
「
作

者
」
の
両
者
で
あ
る
。「
作
者
」
の
「
告
白
」
が
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」

の
「
仮
面
の
告
白
」
と
い
う
表
象
に
拠
っ
て
い
る
以
上
、
ま
ず
は
そ
ち
ら

に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
「
何
を
」
「
告
白
」
し
て
い
る
の
か
。
こ

こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
多
く
の
先
行
研
究
で
は
「
私
」
の

同
性
愛
的
傾
向
に
着
目
し
、
そ
れ
を
告
白
の
内
容
と
し
て
い
る

。
確
か

(8)

に
告
白
の
内
容
と
し
て
、
自
身
の
同
性
愛
的
傾
向
は
十
分
に
イ
ン
パ
ク
ト

の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
読
み
が
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
。
し
か
し
自
身
の
同
性
愛
的
傾
向
を
告
白
す
る
の
み
な
ら
ば
、
同
級
生
、

近
江
と
の
関
係
と
、
女
性
に
対
し
て
不
能
を
示
し
た
描
写
の
み
で
事
足
り

て
し
ま
い
、
第
三
章
以
降
の
園
子
と
の
出
会
い
、
別
離
、
再
会
の
描
写
は

蛇
足
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

。
確
か
に
同
性
愛
的
傾
向
も
告

(9)

白
内
容
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
大
半
を
割
い
た
園
子
と
の
関

係
の
中
に
、
告
白
す
べ
き
内
容
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た

い
「
何
が
」
「
告
白
」
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
は
第
一
章
に
お
い
て
提

示
さ
れ
る
三
つ
の
前
提
を
見
て
み
た
い
。

か
う
し
て
私
は
二
種
類
の
前
提
を
語
り
終
へ
た
。
そ
れ
は
復
習
を

要
す
る
。
第
一
の
前
提
は
、
糞
尿
汲
取
人
と
オ
ル
レ
ア
ン
の
少
女
と

兵
士
の
汗
の
匂
ひ
と
で
あ
る
。
第
二
の
前
提
は
松
旭
斎
天
勝
と
ク
レ

オ
パ
ト
ラ
だ
。

な
ほ
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
前
提
が
一
つ
あ
る
。（
『
仮
面
の



告
白
』
一
八
九
頁
）

最
後
の
前
提
は
「
殺
さ
れ
る
王
子
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
前
提
は
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
内
容
を
持
つ
が
、
そ
れ
ら
を
概
観
す
れ
ば
、
第
一
の
前
提

か
ら
は
悲
劇
的
な
も
の
に
感
じ
る
官
能
を
、
第
二
の
前
提
か
ら
は
扮
装
癖

を
、
そ
し
て
第
三
の
前
提
か
ら
は
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
癖
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
か
ら
同
性
愛
的
傾
向
を
抽
出
す
る
こ
と

も
可
能
だ
が
、
同
性
愛
的
傾
向
も
含
め
、
こ
れ
ら
に
は
「
異
質
な
も
の
」

と
し
て
の
自
己
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
。
し
か
し
前
提
と
は
、
結
論
を
導

く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
結
論
か
ら
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
何
ら
か
の
結
論
か
ら
こ
の
三
つ
の
前
提
は
導
か
れ
、
提
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
第
二
章
に
お
い
て
、
「
聖
セ
バ

ス
チ
ャ
ン
」
像
へ
の
偏
愛
と
近
江
へ
の
恋
慕
に
結
実
す
る
。「
私
」
が
「
聖

セ
バ
ス
チ
ャ
ン
」
像
か
ら
得
た
官
能
は
、
近
江
の
姿
に
重
ね
合
わ
さ
れ
、

透
視
さ
れ
る
。

…
…
す
る
と
こ
の
「
悪
」
の
意
味
は
私
の
内
部
で
変
容
し
て
来
た
。

そ
れ
が
促
し
た
広
大
な
陰
謀
、
複
雑
な
組
織
を
も
つ
た
秘
密
結
社
、

そ
の
一
糸
乱
れ
ぬ
地
下
戦
術
は
、
何
ら
か
の
知
ら
れ
ざ
る
神
の
た
め

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
彼
は
そ
の
神
に
奉
仕
し
、
人

々
を
改
宗
さ
せ
よ
う
と
試
み
、
密
告
さ
れ
、
秘
密
裡
に
殺
さ
れ
た
の

だ
つ
た
。
彼
は
と
あ
る
薄
暮
に
、
裸
体
に
さ
れ
て
丘
の
雑
木
林
へ
伴

は
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
双
手
を
高
く
樹
に
縛
め
ら
れ
、
最
初
の
矢
が

彼
の
脇
腹
を
、
第
二
の
矢
が
腋
窩
を
貫
ぬ
い
た
の
だ
つ
た
。

私
は
考
へ
進
ん
だ
。
さ
う
思
つ
て
み
れ
ば
、
彼
が
懸
垂
を
す
る
た

め
に
鉄
棒
に
つ
か
ま
つ
た
姿
形
は
、
他
の
何
も
の
よ
り
も
聖
セ
バ
ス

チ
ャ
ン
を
思
ひ
出
さ
せ
る
の
に
ふ
さ
は
し
か
つ
た
の
で
あ
る
。（
『
仮

面
の
告
白
』
二
四
〇
頁
）

こ
の
描
写
に
は
第
一
、
第
三
の
前
提
の
要
素
、
悲
劇
的
な
も
の
と
サ
デ
ィ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
へ
の
偏
愛
が
見
出
さ
れ
る
。
第
二
の
扮
装
癖
に
関
し

て
は
、
若
干
の
説
明
を
要
す
る
。
具
体
的
に
は
「
私
」
が
鏡
の
前
で
、
腕

を
高
く
上
げ
、
交
叉
さ
せ
る
場
面
や
Ａ
海
岸
で
の
「
悪
習
」
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
扮
装
癖
は
よ
り
大
き
な
問
題
を

孕
む
。
そ
れ
は
第
一
の
前
提
で
も
語
ら
れ
る
、
「
私
が
彼
で
あ
り
た
い
」

と
い
う
欲
求
で
あ
り
、
裏
返
せ
ば
「
私
は
私
で
あ
り
た
く
な
い
」
と
い
う

欲
求
で
あ
る

。「
私
」
の
性
癖
は
同
性
に
感
じ
る
官
能
で
あ
る
と
同
時
に
、

(10)

そ
れ
は
「
私
」
自
身
に
映
し
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
、
第
二
章

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
の
自
己
が
語
ら
れ
る

わ
け
だ
が
、
こ
の
「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
の
自
己
は
そ
れ
自
体
と
し
て

見
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
「
正
常
さ
」
か
ら
の

逸
脱
と
し
て
の
み
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
正
常
さ
」
と
は
「
私
」
の
考
え
る
、
主
に
異
性
愛
に
代
表

さ
れ
る
一
般
通
念
で
あ
る
。
「
私
」
は
「
正
常
さ
」
の
内
に
入
り
込
も
う

と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
の
自
己
に
由

来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
正
常
さ
」
の
側
が
「
私
」
を
取
り
込

も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
正
常
さ
」
の
暴
力
は
「
私
」
を
異
性
愛

へ
と
導
く
。
そ
れ
は
「
私
」
に
帰
納
法
で
は
な
く
、
演
繹
法
に
よ
っ
て
、



「
正
常
さ
」
と
し
て
の
異
性
愛
を
志
向
さ
せ
る
。
こ
の
人
工
的
な
異
性
愛

は
、
額
田
の
姉
へ
の
思
慕
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
私
」
の
園

子
へ
の
想
い
は
そ
れ
と
の
差
異
を
示
す
。

今
ま
で
私
は
子
供
ら
し
い
好
奇
心
と
偽
は
り
の
肉
感
と
の
人
工
的
な

合
金
の
感
情
を
以
て
し
か
女
を
見
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。
最
初
の
一

瞥
か
ら
こ
れ
ほ
ど
深
い
・
説
明
の
つ
か
な
い
・
し
か
も
決
し
て
私
の

仮
装
の
一
部
で
は
な
い
悲
し
み
に
心
を
揺
ぶ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
つ

た
。
悔
恨
だ
と
私
に
認
識
さ
れ
た
。
し
か
し
私
に
悔
恨
の
資
格
を
与

へ
た
罪
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
？

明
ら
か
な
矛
盾
な
が
ら
、
罪
に

先
立
つ
悔
恨
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
？

私
の
存

在
そ
の
も
の
の
悔
恨
が
？

彼
女
の
姿
が
そ
れ
を
わ
た
し
に
よ
び
さ

ま
し
た
の
で
あ
ら
う
か
？

や
や
も
す
れ
ば
、
そ
れ
は
罪
の
予
感
に

他
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
？
（
『
仮
面
の
告
白
』
二
七
九
頁
）

「
私
」
は
園
子
の
美
し
さ
に
心
動
か
さ
れ
、
額
田
の
姉
へ
の
想
い
と
の
差

異
を
、
「
悔
恨
」
と
い
う
感
情
と
語
る
。
し
か
し
書
か
れ
る
「
私
」
は
未

だ
「
罪
」
を
犯
し
て
は
お
ら
ず
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
そ
れ
を
「
罪

に
先
立
つ
悔
恨
」
と
語
る
。
こ
こ
で
言
う
「
罪
」
と
は
「
正
常
さ
」
か
ら

の
逸
脱
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
は
ず
の
「
悔
恨
」
と

い
う
感
情
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
語
る
行

為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
矛
盾
に
他
な
ら
な
い
。
書
か
れ
る
「
私
」

は
園
子
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
「
他
者
」
を
被
っ
た
。
そ
こ
に
引
き
起

こ
さ
れ
た
感
情
は
書
か
れ
る
「
私
」
に
と
っ
て
未
知
の
も
の
で
あ
り
、
名

付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
名
付
け
う
る
の
は
未
来
の
自
分
自
身
、
書
き

手
と
し
て
の
「
私
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
感
情
は
、

語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
前
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
で
は
あ

り
得
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
感
情
は
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
に
よ
っ

て
「
悔
恨
」
と
名
付
け
ら
れ
、
始
ま
り
か
ら
「
罪
」
、
つ
ま
り
「
正
常
さ
」

か
ら
の
逸
脱
を
予
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
園
子
へ
の
想
い
は
、
演
繹
的
な
も
の
で
は
な
く
、
帰
納
的
な

も
の
と
し
て
現
れ
る
。
つ
ま
り
額
田
の
姉
の
場
合
と
異
な
り
、「
正
常
さ
」

と
い
う
一
般
的
原
理
が
敷
衍
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
な
く
、
あ
く

ま
で
も
「
私
」
の
個
的
な
事
象
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
正
常
さ
」
と

は
異
な
る
結
論
を
導
く
。

園
子
は
私
の
腕
の
中
に
ゐ
た
。
息
を
弾
ま
せ
、
火
の
や
う
に
顔
を

赤
ら
め
て
、
睫
を
ふ
か
ぶ
か
と
閉
ざ
し
て
ゐ
た
。
そ
の
唇
は
稚
な
げ

で
美
し
か
つ
た
が
、
依
然
私
の
欲
望
に
は
愬
へ
な
か
つ
た
。
し
か
し

私
は
刻
々
に
期
待
を
か
け
て
ゐ
た
。
接
吻
の
中
に
私
の
正
常
さ
が
、

私
の
偽
り
の
な
い
愛
が
出
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
機
械
は
驀
進
し

て
ゐ
た
。
誰
も
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

私
は
彼
女
の
唇
を
唇
で
覆
つ
た
。
一
秒
経
つ
た
。
何
の
快
感
も
な

い
。
二
秒
経
つ
た
。
同
じ
で
あ
る
。
三
秒
経
つ
た
。

―
私
に
は
凡

て
が
わ
か
つ
た
。（
『
仮
面
の
告
白
』
三
一
九
頁
）

「
私
」
は
園
子
と
の
接
吻
か
ら
官
能
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
私
」

は
演
繹
法
で
も
、
帰
納
法
で
も
、
自
身
が
「
正
常
さ
」
の
内
に
あ
る
こ
と



を
証
明
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
未

だ
自
身
が
「
正
常
さ
」
か
ら
逸
脱
し
た
、
「
異
質
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と

を
発
見
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
「
私
に
は
凡
て
が
わ
か
つ
た
」
と
書

き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
語
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
証
明
で
き
て
い
な
い
、

と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
私
」
が
そ
れ
を
発
見
す
る
の
は
、
テ
ク
ス

ト
の
結
末
部
に
お
い
て
で
あ
る
。
戦
後
、
他
の
男
性
と
結
婚
し
た
園
子
と

「
私
」
は
密
や
か
な
逢
瀬
を
重
ね
る
。
そ
れ
は
「
私
」
に
と
っ
て
「
正
常

さ
」
を
作
り
出
す
試
み
で
あ
る
。
「
私
」
は
肉
欲
を
切
り
離
し
た
園
子
と

の
関
係
に
お
い
て
「
正
常
さ
」
の
内
に
あ
ろ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
脆
く
も
崩
れ
去
る
。

私
は
園
子
の
存
在
を
忘
れ
て
ゐ
た
。
私
は
一
つ
の
こ
と
し
か
考
へ
て

ゐ
な
か
つ
た
。
彼
が
真
夏
の
街
へ
あ
の
半
裸
の
ま
ま
出
て
行
つ
て
与

太
仲
間
と
戦
ふ
こ
と
を
。
鋭
利
な
匕
首
が
あ
の
腹
巻
を
と
ほ
し
て
彼

の
胴
体
に
突
き
刺
さ
る
こ
と
を
。
あ
の
汚
れ
た
腹
巻
は
血
潮
で
美
し

く
彩
ら
れ
る
こ
と
を
。
彼
の
血
ま
み
れ
の
屍
が
戸
板
に
の
せ
ら
れ
て

又
こ
こ
へ
運
び
込
ま
れ
て
来
る
こ
と
を
。
…
…

「
あ
と
五
分
だ
わ
」

園
子
の
哀
切
な
声
が
私
の
耳
を
貫
ぬ
い
た
。
私
は
園
子
の
は
う
へ

ふ
し
ぎ
さ
う
に
振
向
い
た
。

こ
の
瞬
間
、
私
の
な
か
で
何
か
が
残
酷
な
力
で
二
つ
に
引
裂
か
れ

た
。
雷
が
落
ち
て
生
木
が
引
裂
か
れ
る
や
う
に
。
私
が
今
ま
で
精
魂

こ
め
て
積
み
重
ね
て
来
た
建
築
物
が
い
た
た
ま
し
く
崩
れ
落
ち
る
音

を
私
は
聴
い
た
。
私
と
い
ふ
存
在
が
何
か
一
種
の
お
そ
ろ
し
い
「
不

在
」
に
入
れ
か
は
る
刹
那
を
見
た
や
う
な
気
が
し
た
。
目
を
つ
ぶ
つ

て
、
私
は
咄
嗟
の
間
に
凍
て
つ
く
や
う
な
義
務
観
念
に
と
り
す
が
つ

た
。（
『
仮
面
の
告
白
』
三
六
二
頁
）

園
子
の
存
在
を
忘
れ
、
空
想
の
官
能
に
浸
っ
て
い
た
「
私
」
は
、
園
子
の

言
葉
に
よ
っ
て
「
現
実
」
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
「
霊
」
は
園
子
に
惹
か

れ
て
い
な
が
ら
、
若
い
男
の
「
肉
」
を
空
想
し
、
官
能
に
浸
っ
て
い
た
「
私
」

に
対
す
る
園
子
の
言
葉
は
、
そ
の
分
離
の
不
可
能
性
を
突
き
つ
け
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
「
私
」
と
い
う
存
在
を
「
正
常
さ
」
か
ら
断
絶
さ
せ
、「
私
」

の
表
層
を
漂
う
「
正
常
さ
」
と
い
う
仮
面
を
打
ち
砕
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
、「
不
在
」
に
入
れ
替
わ
っ
た
と
語
る
。

そ
れ
は
「
私
」
が
「
正
常
さ
」
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
で
、
換
言
す
れ
ば
、

そ
の
仮
面
を
失
っ
た
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
た
自
己
同
一
性
の
喪
失
の
体
験

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
新
た
な
自
己
同
一
性
の
獲
得
で
も
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
曖
昧
模
糊
と
し
た
、
表
象
さ
れ
え
な
い
内
面
で
あ
り
、「
告

白
」
に
よ
っ
て
自
己
同
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
私
」
に

「
告
白
」
を
さ
せ
る
原
因
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
き
て
よ
う
や
く
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
が
「
何
を
」「
告

白
」
し
て
い
る
の
か
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
前
に
、

「
告
白
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
告
白
」
は

「
ど
の
よ
う
に
」
あ
る
の
か
。
柄
谷
行
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

先
に
私
は
表
現
さ
る
べ
き
自
己
あ
る
い
は
内
面
が
ア
プ
リ
オ
リ
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
一
つ
の
物
質
的
な
形
式
に
よ
っ
て
可
能



に
な
っ
た
の
だ
と
述
べ
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
言
文
一
致
」
と
い
う
シ

ス
テ
ム
の
確
立
に
お
い
て
み
よ
う
と
し
た
。
「
言
文
一
致
」
の
成
立

過
程
を
み
る
と
、
そ
れ
が
従
来
の
「
言
」
で
も
「
文
」
で
も
な
い
「
文
」

を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
確
立
さ
れ
る
や
い
な
や
、
そ
の

こ
と
が
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ひ
と
び
と
は
た
ん
に

「
言
」
を
「
文
」
に
移
す
の
だ
と
考
え
は
じ
め
る
の
だ
。
同
じ
こ
と

が
告
白
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
告
白
と
い
う
形
式
、
あ
る
い
は
告
白

と
い
う
制
度
が
、
告
白
さ
る
べ
き
内
面
、
あ
る
い
は
「
真
の
自
己
」

な
る
も
の
を
産
出
す
る
の
だ
。
問
題
は
何
を
い
か
に
し
て
告
白
す
る

か
で
は
な
く
、
こ
の
告
白
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
に
あ
る
。
隠
す
べ

き
こ
と
が
あ
っ
て
告
白
す
る
の
で
は
な
い
。
告
白
す
る
と
い
う
義
務

が
、
隠
す
べ
き
こ
と
を
、
あ
る
い
は
「
内
面
」
を
作
り
出
す
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
自
体
が
ま
っ
た
く
忘
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
柄
谷
行

人
『
定
本
柄
谷
行
人
集

第
一
巻

日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
岩
波
書
店

平
成
十
六

年
九
月
）

「
告
白
」
そ
れ
自
体
が
、
「
真
の
自
己
」
あ
る
い
は
「
内
面
」
を
生
み
出

す
。
『
仮
面
の
告
白
』
の
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
「
告
白
」
は
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
園
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

自
己
同
一
性
の
喪
失
を
体
験
し
た
「
私
」
は
、
同
時
に
原
体
験
と
し
て
の

「
新
し
い
自
己
」
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
告
白
」
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
現
前
化
し
、
自
ら
の
顔
と
し
て
肉
化
す
る
「
仮
面
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
私
」
に
は
新
し
い
仮
面
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
告
白
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
提
示
し
た
「
仮
面
の
告

白
」
と
い
う
語
の
解
釈
の
③
に
当
た
る
。
「
告
白
」
＝
「
仮
面
」
な
の
で

あ
る
。
ま
た
語
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
三
島
は
川
端
康
成
の
「
十
六
歳

の
日
記
」
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

十
六
歳
の
少
年
は
し
ば
し
ば
涙
を
流
し
て
ゐ
る
。
涙
を
流
し
た
と
書

く
こ
と
、
そ
れ
は
む
し
ろ
流
す
前
か
ら
書
か
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
他
な

ら
な
か
つ
た
。
写
す
前
に
写
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
書
く
前
に
書
か

れ
た
も
の
が
あ
る
。（
三
島
由
紀
夫
「
川
端
康
成
論
の
一
方
法
」
『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集

』
新
潮
社

平
成
十
五
年
二
月
）

27

そ
こ
に
起
こ
っ
た
出
来
事
は
す
で
に
「
世
界
」
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
上
に
書
く
こ
と
で
、
原
体
験
と
し
て
「
世
界
」
に
書
き
込
ま

れ
た
も
の
は
抹
消
さ
れ
、
そ
こ
に
は
変
容
し
た
何
も
の
か
が
生
じ
る
。
こ

れ
は
書
く
こ
と
、
語
る
こ
と
が
必
然
的
に
孕
む
作
用
で
あ
り
、
「
真
実
」

を
語
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。『
仮
面
の
告
白
』

の
場
合
、
書
か
れ
る
「
私
」
の
原
体
験
は
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
に

書
か
れ
る
こ
と
で
、
抹
消
さ
れ
、
「
不
在
」
化
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は

変
容
し
た
も
の
が
生
じ
る
。
し
か
し
原
体
験
は
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
、
そ
こ
に
現
前
し
う
る
。
つ
ま
り
真
実
を
語
る
と
い
う
告
白
は
不
可
能

で
あ
り
、
常
に
①
の
意
味
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
告
白
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
「
告
白
」
は
こ
の
よ

う
に
し
て
あ
る
。

で
は
「
私
」
は
「
何
を
」
「
告
白
」
し
て
い
る
の
か
。
「
正
常
さ
」
の
仮

面
を
打
ち
砕
か
れ
、
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
「
私
」
は
、



「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。
同
性
愛
的
傾
向
は
そ
の

「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
の
自
己
表
象
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
は
確
か
に

「
告
白
」
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
の
自
己

を
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
「
私
」
を
語
る
に
は
、
「
正
常
さ
」
を
心
に
懐
い

た
自
己
を
も
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
冒

頭
に
掲
げ
ら
れ
た
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
も
響
き
合
う
。
「
つ
ま
り
悪
行
の
理
想

を
心
に
懐
い
て
ゐ
る
人
間
が
、同
時
に
聖
母
の
理
想
を
も
否
定
し
な
い
で
、

ま
る
で
純
潔
な
青
年
時
代
の
や
う
に
、
真
底
か
ら
美
し
い
理
想
の
憧
憬
を

心
に
燃
や
し
て
ゐ
る
の
だ
。
」（
『
仮
面
の
告
白
』
一
七
四
頁
）

五

「
作
者
」
の
「
告
白
」

こ
こ
ま
で
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
「
告
白
」
に
つ
い
て
の
分
析
を

行
っ
て
き
た
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
自
体
が
「
作
者
」
の
「
告
白
」

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
単
純
に
接
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
告
白
」

す
る
主
体
と
し
て
の
書
き
手
の
「
私
」
は
あ
く
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
表
象
の

一
部
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
表
象
物
は
表
象
す
る
主
体
、
つ
ま
り
「
作

者
」
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
『
仮
面
の
告
白
』
と
い
う
テ
ク
ス

ト
を
、
「
作
者
」
の
「
告
白
」
と
捉
え
た
場
合
に
は
、
表
象
物
／
表
象
す

る
主
体
と
い
う
構
造
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
る
。『
仮
面
の
告
白
』
を
「
作
者
」

の
「
告
白
」
と
し
て
見
る
と
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
「
作
者
」
自

身
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
『
仮
面
の
告
白
』
を
「
作
者
」
の
「
告
白
」

と
し
て
捉
え
な
い
以
上
は
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
を
「
作
者
」
に
還

元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

今
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
「
作
者
」
自
身
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、

こ
れ
は
決
し
て
こ
の
両
者
が
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
「
告
白
」
と
い
う
行
為
は
、
「
世
界
」
に
書
き
込
ま
れ

た
原
体
験
を
抹
消
し
、
「
真
の
自
己
」
あ
る
い
は
「
内
面
」
を
、
変
容
し

た
何
も
の
か
と
し
て
生
じ
せ
し
め
る
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
作
者
」
の

原
体
験
は
「
告
白
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
、
変
容
し
た
何
も

の
か
、
つ
ま
り
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
を
そ
こ
に
生
じ
せ
し
め
る
。
書

き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
語
ら
れ
た
「
作
者
」
、
表
象
物
と
し
て
表
れ
る
。

こ
の
と
き
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
と
「
作
者
」
と
は
、
前
者
が
後
者
を

を
代
理
し
、
補
足
す
る
と
い
う
代
補

の
構
造
に
あ
り
、
決
し
て
イ
コ
ー

(11)

ル
で
は
あ
り
え
ず
、
両
者
の
間
に
は
差
延

が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(12)

し
か
し
そ
れ
が
、
原
体
験
を
語
る
こ
と
で
、
そ
れ
自
体
を
抹
消
し
、
変

容
さ
せ
つ
つ
、
実
体
を
明
示
す
る
「
告
白
」
と
い
う
行
為
の
特
性
で
あ
り
、

そ
れ
を
通
じ
て
の
み
「
作
者
」
の
主
体
が
見
出
さ
れ
得
る
。
つ
ま
り
「
作

者
」
の
「
告
白
」
に
よ
っ
て
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
「
作
者
」
の

「
仮
面
」
と
化
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
「
作
者
」
自
身
で
は
な
く
、

変
容
し
た
何
も
の
か
、「
作
者
」
の
「
仮
面
」
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
と
き
、

書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
②
の
意
味
、
「
作
者
」
の
「
仮
面
」
が
「
告

白
」
す
る
と
い
う
状
況
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
し

に
「
作
者
」
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
一
体
、
「
作
者
」
は
何
を
告
白
し
て
い
る
の
か
。
書
き
手
と
し
て

の
「
私
」
と
「
作
者
」
が
同
一
人
物
で
あ
る
以
上
、
書
か
れ
る
「
私
」
も

ま
た
同
一
人
物
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
存
在
の
次
元
は
異
な
る
。「
作
者
」

は
書
く
「
私
」
と
書
か
れ
る
「
私
」
と
を
分
離
し
、
テ
ク
ス
ト
中
に
表
象



し
て
い
る
。
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
「
告

白
」
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
告
白
す
る
主
体
そ
の
も
の
も
「
告
白
」
内
容

に
加
え
れ
ば
、
「
作
者
」
が
「
告
白
」
し
て
い
る
も
の
は
、
「
正
常
さ
」
を

心
に
懐
き
つ
つ
「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
の
自
己
を
語
ら
ざ
る
を
得
な
い

自
己
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
作
者
」
の
「
仮
面
」
と
な
る
。
換
言
す

れ
ば
、
原
体
験
と
し
て
の
「
作
者
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
は
抹
消
さ
れ
、

変
容
し
た
存
在
、
「
仮
面
」
と
化
す
。
テ
ク
ス
ト
が
閉
じ
ら
れ
た
と
き
、

そ
こ
に
残
る
の
は
「
作
者
」
と
い
う
「
仮
面
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。

六

結
論

本
稿
は
『
仮
面
の
告
白
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
誰
が
」
「
ど

の
よ
う
に
」
「
何
を
」
「
告
白
」
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ

き
、「
作
者
」
の
「
告
白
」
の
あ
り
方
に
着
目
し
て
論
考
を
進
め
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、
テ
ク
ス
ト
と
作
家
の
距
離
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
で
、
本
稿
の
結
論
と
し
た
い
。

『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
、
「
私
」
と
い
う
存
在
は
書
き
手
と
し
て
の

「
私
」
と
書
か
れ
る
「
私
」
と
い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
存
在
し
た
。

書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
に
よ
っ
て
「
告
白
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

書
か
れ
る
「
私
」
は
現
前
化
す
る
が
、
そ
れ
は
「
世
界
」
に
書
き
込
ま
れ

た
原
体
験
と
し
て
の
書
か
れ
る
「
私
」
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
書
か

れ
る
「
私
」
の
原
体
験
は
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る

こ
と
で
抹
消
さ
れ
、
変
容
し
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、

「
仮
面
」
と
し
て
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
上
に
現
れ
る
。
つ
ま
り

書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
の
「
告
白
」
が
「
仮
面
」
と
化
す
の
で
あ
る
。

一
方
で
「
作
者
」
も
「
告
白
」
を
し
て
い
る
。
『
仮
面
の
告
白
』
と
い

う
テ
ク
ス
ト
を
「
作
者
」
の
「
告
白
」
と
し
て
読
ん
だ
と
き
、
二
つ
の
「
私
」

と
い
う
存
在
と
「
作
者
」
を
同
一
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、

そ
の
存
在
の
次
元
は
異
な
り
、
二
つ
の
「
私
」
は
あ
く
ま
で
も
テ
ク
ス
ト

表
象
の
一
部
で
あ
り
、
「
作
者
」
は
表
象
す
る
主
体
で
あ
る
。
し
か
し
テ

ク
ス
ト
を
「
作
者
」
の
「
告
白
」
と
捉
え
る
こ
と
で
、
表
象
物
／
表
象
す

る
主
体
と
い
う
対
立
構
造
は
揺
ら
ぎ
、
表
象
物
か
ら
表
象
す
る
主
体
が
透

視
さ
れ
る
。
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
は
書
か
れ
る
「
私
」
を
「
告
白
」

す
る
こ
と
で
、
「
仮
面
」
と
し
て
現
前
す
る
。
「
作
者
」
は
そ
の
よ
う
な
書

き
手
と
し
て
の
「
私
」
を
「
告
白
」
す
る
こ
と
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
作

者
」
は
抹
消
さ
れ
、
変
容
し
た
「
仮
面
」
と
し
て
現
前
す
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
『
仮
面
の
告
白
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
出

さ
れ
る
「
作
者
」
を
問
題
と
し
て
き
た
。
で
は
こ
の
「
作
者
」
は
現
実
の

三
島
由
紀
夫
と
い
う
作
家
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
『
仮
面
の

告
白
』
で
語
ら
れ
る
出
来
事
は
ほ
ぼ
三
島
の
伝
記
と
対
応
し
て
い
る
が
、

テ
ク
ス
ト
の
側
か
ら
見
出
さ
れ
る
「
作
者
」
は
、
ど
れ
ほ
ど
忠
実
で
あ
っ

て
も
三
島
由
紀
夫
の
虚
像
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
「
告
白
」
が
忠
実
に
な

さ
れ
て
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
か
有
り
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

を
通
じ
て
し
か
そ
の
原
体
験
が
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
「
作
者
」
か
ら

の
み
「
作
家
と
し
て
の
三
島
由
紀
夫
」
は
見
出
さ
れ
得
る
。
こ
の
と
き
、

『
仮
面
の
告
白
』
の
「
作
者
」
は
実
像
と
し
て
あ
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で

虚
実
を
問
う
こ
と
に
果
た
し
て
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。『
仮
面
の
告
白
』

と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
三
島
由
紀
夫
と
い
う
原
体
験
な
し
に
は
現
れ
得
ず
、



そ
の
「
作
者
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
原
体
験
は
、
『
仮
面

の
告
白
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
「
作
者
」
の
「
告
白
」
を
通
じ
て
の
み
現

前
化
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
「
作
者
」
と
作

家
の
虚
実
は
問
題
化
せ
ず
、
テ
ク
ス
ト
と
作
家
と
は
、
「
作
者
」
を
媒
介

と
し
、
相
互
補
完
的
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
仮
面
の
告
白
』
に

お
け
る
テ
ク
ス
ト
と
作
家
の
距
離
と
は
そ
の
よ
う
に
あ
る
。

【
注
記
】

三
島
は
『
仮
面
の
告
白
』
に
つ
い
て
、
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
二
日
付
坂
本
一
亀
宛

1
の
書
簡
に
「
今
度
の
小
説
、
生
れ
て
は
じ
め
て
の
私
小
説
で
、
も
ち
ろ
ん
文
壇
的
私

小
説
で
は
な
く
、
今
ま
で
仮
想
の
人
物
に
対
し
て
鋭
い
だ
心
理
分
析
の
刃
を
自
分
に

向
け
て
、
自
分
で
自
分
の
生
体
解
剖
を
し
よ
う
と
い
ふ
試
み
で
、
出
来
う
る
限
り
科

学
的
正
確
さ
を
期
し
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
い
は
ゆ
る
「
死
刑
囚
に
し
て
死
刑
執
行
人
」

た
ら
ん
と
す
る
も
の
で
す
。
」（
『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集

』
新
潮
社

平
成
十
六

38

年
三
月
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
武
内
佳
代
は
「
三
島
由
紀
夫
『
仮
面
の
告
白
』
と
い
う
表
象
を

2
め
ぐ
っ
て

―
１
９
５
０
年
前
後
の
男
性
同
性
愛
表
象
に
関
す
る
考
察

―
」（
「
Ｆ
―

Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｓ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
平
成
十
八
年
九
月
）
に
お
い
て
『
仮
面
の
告
白
』
は
「
『
禁

色
』
と
い
う
表
象
か
ら
再
帰
的
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
同
性
愛
小
説
の
表
象
を
獲

得
し
」
「
正
典
化
」
さ
れ
た
と
論
じ
、
『
仮
面
の
告
白
』
が
同
時
代
に
同
性
愛
小
説
と

し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。

『
テ
ク
ス
ト
か
ら
遠
く
離
れ
て
』
に
お
い
て
加
藤
は
、
デ
リ
ダ
の
『
声
と
現
象
』（
高

3
橋
允
昭
訳

理
想
社

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
）
か
ら
「
直
観
の
、
し
た
が
っ
て
直
観

の
主
体
の
、
不
在
は
、
言
述
に
よ
っ
て
た
だ
単
に
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
意
味

、
、
、
、
、

作
用
一
般
の
構
造
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
少
し
で
も
考
え
て
み
れ
ば
う
な
ず
け
る
よ

、
、
、
、
、
、
、
、

う
に
、
直
観
の
不
在
は
意
味
作
用
一
般
の
構
造
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

、
、
、
、
、

る
。
直
観
の
不
在
は
根
本
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
或
る
言
表
の

主
体
お
よ
び
そ
の
対
象
の
全
面
的
不
在

―
作
家
の
死
（la

m
ort
de
l'écrivain

）
、
も

し
く
は
（
お
よ
び
）
彼
の
書
き
え
た
諸
対
象
の
消
滅

―
は
意
義
作
用
の
テ
ク
ス
ト

〔texte

〕
を
妨
げ
な
い
。
逆
に
む
し
ろ
、
こ
の
可
能
性
が
意
義
作
用
を
意
義
作
用
と

し
て
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
意
義
作
用
を
聞
か
せ
た
り
読
ま
せ
た
り
す
る
の
で
あ

る
。
」（
一
部
、
加
藤
に
よ
る
改
訳
）
と
い
う
箇
所
を
引
用
し
、
論
を
展
開
し
て
い
る
。

加
藤
は
橋
本
の
論
考
を
受
け
、
「
橋
本
は
平
岡
公
威
を
実
と
見
る
が
、
私
は
「
三
島

4
由
紀
夫
」
を
実
と
見
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

「『
仮
面
の
告
白
』
試
論

―
あ
る
、
厭
世
詩
家
と
女
性

―
」（
「
近
代
文
学
試
論
」

5
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
）
に
お
い
て
有
元
伸
子
は
、
三
島
の
伝
記
を
参
照
し
つ
つ
、

書
き
手
の
時
間
的
位
置
を
「
最
終
場
面
よ
り
も
さ
ら
に
後
で
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
提
示
し
た
三
つ
の
解
釈
は
田
坂
昂
『
増
補
三
島
由
紀
夫
論
』（
風
濤
社

昭
和

6
五
十
二
年
四
月
）
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。
ま
た
田
坂
は
③

の
（
「
告
白
」
＝
「
仮
面
」
）
と
い
う
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
解

釈
は
複
合
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
『
仮
面
の
告
白
』
の
解
釈
が
拡
が
る
と
考
え
ら

れ
る
。

物
語
論
の
用
語
と
し
て
は
「
語
り
手
」
が
主
流
だ
が
、
『
仮
面
の
告
白
』
は
明
ら
か

7
に
「
私
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
目
的
意
識
が
そ
の
区
別
に
な

い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
「
書
き
手
」
を
採
用
し
て
い
る
。
物
語
を
発
信
す
る
ツ
ー

ル
と
し
て
声
に
拠
る
か
、
文
字
に
拠
る
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
物
語
を
発

信
す
る
主
体
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
機
能
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
こ
の

二
つ
は
区
別
さ
れ
な
い
。



太
田
翼
は
「
三
島
由
紀
夫
『
仮
面
の
告
白
』
論

―
仮
構
さ
れ
た
告
白
」
（
「
文
化

8
継
承
学
論
集
」
平
成
十
八
年
三
月
）
で
、
跡
上
史
郎
「
最
初
の
同
性
愛
文
学

―
『
仮

面
の
告
白
』
の
告
白
に
お
け
る
近
代
の
刻
印
」
（
「
文
芸
研
究
」
平
成
十
二
年
九
月
）
、

有
元
伸
子
「
三
島
由
紀
夫
文
学
に
お
け
る
性
役
割

―
男
性
性
を
中
心
に
」
（
「
金
城

国
文
」
平
成
四
年
三
月
）
を
挙
げ
、
『
仮
面
の
告
白
』
が
「
「
同
性
愛
」
が
主
題
で
あ

る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
読
ま
れ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
九
内
悠
水
子
が
「
三
島
由
紀
夫
「
仮
面
の
告
白
」
論

―

9
作
家
に
よ
る
告
白
、
そ
の
二
重
構
造

―
」
（
「
近
代
文
学
試
論
」
平
成
十
五
年
十
二

月
）
に
お
い
て
「
「
仮
面
の
告
白
」
が
〈
私
〉
の
男
色
を
告
白
す
る
だ
け
の
も
の
な
ら

ば
、
多
少
乱
暴
な
言
い
方
を
す
る
と
、
三
章
ま
で
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

「
不
完
全
な
青
年
と
押
し
隠
さ
れ
た
少
年

―
三
島
由
紀
夫
『
仮
面
の
告
白
』
か
ら

10

１

青
年
」
（
「
群
像
」
平
成
十
三
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、
高
原
英
理
が
『
仮
面
の

告
白
』
に
お
い
て
「
告
白
」
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「
「
同
性
愛
者
で
あ
る
私
」

で
は
な
く
、
「
私
で
あ
り
た
く
な
い
私
」
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
記
述
は
そ

れ
を
参
照
し
て
い
る
。

デ
リ
ダ
は
『
声
と
現
象
』
（
林
好
雄
訳

筑
摩
書
房

平
成
十
七
年
六
月
）
で
、
代
補

11
に
つ
い
て
「
あ
と
か
ら
そ
こ
に
つ
け
加
わ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
可
能
性
が
、

そ
れ
〔
そ
の
可
能
性
が
つ
け
加
わ
る
は
ず
の
も
の
〕
を
あ
と
で
＝
遅
れ
て
産
み
出
す

ア

・

ル

タ

ル

ド

マ

ン

の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
上
で
、
「
代
補
と
し
て
、
意
味
す
る
も
の
は
何
よ
り
も
ま
ず

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

不
在
の
意
味
さ
れ
る
も
の
を
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
を
再ｰ

現
前
化
す
る
〔
表
象
＝
代
理

シ

ニ

フ

ィ

エ

ル

プ

レ

ザ

ン

テ

す
る
〕
の
で
は
な
く
て
、
別
の
意
味
す
る
も
の
の
代
わ
り
に
な
る
。
欠
如
し
て
い
る

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

現
前
性
と
の
あ
い
だ
に
、
差
異
の
活
動
＝
戯
れ
に
よ
っ
て
多
価
的
に
な
っ
た
別
の
関

ジ

ユ

係
を
維
持
し
て
い
る
、
別
種
の
意
味
す
る
も
の
の
代
わ
り
に
な
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。

シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

ま
た
「
代

補

性
と
は
、
ま
さ
し
く
差
延
で
あ
り
、
差
延
す
る
活
動
で
あ
」
る
と

シ
ュ
プ
レ
マ
ン
タ
リ
テ

も
述
べ
て
い
る
。

デ
リ
ダ
は
『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』
（
高
橋
允
昭
訳

青
土
社

昭
和
六
十
三
年
四
月
）
所
収

12
「
記
号
学
と
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー

―
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
と
の
対
談
」
（
「
社

会
科
学
情
報
」
昭
和
四
十
三
年
三
月
初
出
）
に
お
い
て
、
「
差
延
と
は
諸
差
異
の
、
諸

差
異
の
諸
痕
跡
の
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
戯
れ
で
あ
り
、
間
隔
化
の
シ
ス
テ
マ
テ

ジ
ユ
ー

ィ
ッ
ク
な
戯
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
隔
化
に
よ
っ
て
諸
要
素
は
相
互
に
か
か
わ
り
あ

、
、
、

ジ
ユ
ー

う
。
」
「différance

〔
差
延
〕
の

が
含
意
す
る
活
動
性
も
し
く
は
産
出
性
は
、
諸
差

a

異
の
戯
れ
に
お
け
る
生
産
的
運
動
へ
指
し
向
け
る
。
（
中
略
）
差
延
は
体
系
的
か
つ
規

則
的
な
諸
種
の
変
形
を
産
出
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
変
形
は
、
あ
る
程
度
ま

で
、
構
造
論
的
科
学
に
活
動
の
余
地
を
与
え
う
る
。
差
延
と
い
う
概
念
は
、
「
構
造
主

義
」
の
最
も
正
当
な
原
理
的
諸
要
求
を
展
開
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
差
延
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。

※

『
仮
面
の
告
白
』
の
本
文
の
引
用
は
全
て
『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集

』(

新
潮

1

社

平
成
十
二
年
十
一
月)

に
拠
り
、
本
書
の
引
用
に
際
し
て
は
頁
数
の
み
を
表
記
し
、

ル
ビ
、
傍
点
は
省
略
し
た
。

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
博
士
後
期
課
程
一
年
）


