
『
仮
面
の
告
白
』
論

　
　
　
～
「
仮
面
」
の
意
味
す
る
も
の
～

　
　
　
一

　
三
島
由
紀
夫
は
、
Ｔ
几
四
八
年
（
昭
和
二
十
三
年
）
九
月
、
職

業
作
家
と
し
て
自
立
す
べ
く
大
蔵
省
に
辞
表
を
提
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
翌
年
七
月
、
書
き
下
ろ
し
長
編
『
仮
面
の
告
白
』
が

「
河
出
書
房
」
よ
り
刊
行
さ
れ
、
そ
の
目
ざ
ま
し
い
反
響
に
よ
り

新
進
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
。
二
十
四
歳
の
時
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
作
家
三
島
由
紀
夫
は
『
仮
面
の

告
白
』
を
通
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
点
て
あ
る
。

　
早
熟
な
才
能
を
有
し
、
す
で
に
十
六
歳
の
時
に
『
彩
絵
硝
子
』

を
「
輔
仁
会
雑
誌
」
に
発
表
し
、
終
生
師
と
し
て
遇
し
た
清
水
文

雄
の
推
薦
で
、
三
島
由
紀
夫
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
書
か

れ
た
最
初
の
作
品
『
花
ざ
か
り
の
森
』
を
「
文
芸
文
化
」
に
連
載

し
た
三
島
は
、
そ
の
後
『
岬
に
て
の
物
語
』
（
「
群
像
」
　
　
フ
几
四

六
年
刊
行
　
二
十
一
歳
）
『
中
世
』
（
「
人
間
」
　
同
年
）
『
盗
賊
』

糸
　
永
　
正
　
弘

（
「
真
先
社
」
　
一
九
四
八
年
刊
行
　
二
十
三
歳
）
な
ど
の
作
品
を

発
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
作
品
に
散
見
さ
れ
て
い
る
耽

美
的
な
世
界
へ
の
傾
斜
は
、
戦
時
下
と
い
う
時
代
状
況
と
は
切
り

離
さ
れ
た
非
日
常
的
な
世
界
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
う
し
た
時
代
の
中
で
こ
そ
先
を
放
つ
三
島
文
学
の
序
曲

を
見
出
し
得
る
。
〈
「
死
」
に
と
な
り
あ
わ
せ
の
よ
う
に
ま
ろ
う

ど
は
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
、
生
が
き
わ
ま
っ
て
独
楽
の
澄
む
よ

う
な
静
謐
と
と
な
り
あ
わ
せ
に
〉
（
『
花
ざ
か
り
の
森
』
）
か
ら
は
、

三
島
文
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
「
死
」
に
対
す
る
美

意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
入
江
①
Ｙ
ま
た
、
『
岬
に
て
の

物
語
』
『
盗
賊
』
か
ら
は
「
愛
」
も
ま
た
三
島
文
学
の
中
核
を
成

す
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
。
入
江
②
Ｖ

　
三
島
の
「
死
」
・
「
愛
」
に
見
ら
れ
る
美
意
識
が
形
成
さ
れ
る
上

で
影
響
を
及
ぼ
し
た
要
因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
三
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島
が
育
っ
た
環
境
、
特
に
祖
母
夏
子
の
溺
愛
に
よ
り
幼
年
期
か
ら

十
二
歳
ま
で
祖
母
に
育
て
ら
れ
、
両
親
と
の
結
び
つ
き
が
疎
遠
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
病
弱
な
上
、
遊
び
友
達
も
数
名
の
女
の
子

に
限
ら
れ
、
母
へ
の
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
を
胸
に
詩
歌
、
俳
句
あ
る

い
は
童
話
の
世
界
に
浸
っ
た
こ
と
は
、
現
実
を
超
え
た
三
島
独
自

の
空
間
を
物
語
の
中
に
生
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
仮
面

の
告
白
』
『
禁
色
』
な
ど
の
作
品
に
顕
著
で
あ
る
「
倒
錯
性
向
」

を
そ
う
し
た
生
育
環
境
に
求
め
る
論
も
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ

て
い
る
。
「
倒
錯
性
向
」
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る

が
、
生
育
環
境
が
三
島
に
多
大
な
影
響
を
反
ぼ
し
た
こ
と
は
疑
う

余
地
の
な
い
所
で
あ
る
。
十
三
歳
以
後
の
三
島
は
祖
母
夏
子
の
手

を
離
れ
、
母
倭
文
重
に
自
分
の
書
い
た
原
稿
を
読
ん
で
貰
う
生
活

を
送
っ
た
の
で
あ
る
が
、
文
筆
家
を
志
す
に
至
る
要
因
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
は
、
祖
母
夏
子
が
与
え
た
三
島
の
文
学
者
と
し
て
の

素
養
で
あ
る
。
何
よ
り
も
祖
母
が
好
ん
だ
泉
浪
花
の
本
を
六
歳
の

少
年
が
手
に
し
た
こ
と
は
、
後
の
三
島
の
読
書
に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。
昭
和
三
十
一
年
二
月
二
十
日
・
日
本
読
書
新
聞
に

載
せ
ら
れ
た
『
私
の
読
書
遍
歴
』
と
題
す
る
三
島
の
エ
ッ
セ
イ
に

は
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
え
る
。
〈
祖
母
の
病
床
の
そ
ば
に
は
、

　
大
て
い
浪
花
の
初
版
本
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
も
わ
か

　
ら
ぬ
な
が
ら
の
ぞ
い
た
。
…
…
ワ
イ
ル
ド
か
ら
谷
崎
潤
一
郎
へ
、
…
…

　
そ
の
の
ち
、
ち
ら
ほ
ら
翻
訳
本
な
ど
も
読
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、

　
中
学
三
、
四
年
の
こ
ろ
、
ラ
デ
ィ
ゲ
（
堀
口
大
学
訳
）
を
読
ん
で

　
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
…
…
‐
‐
フ
｛
ア
ィ
ゲ
時
代
の
次
に
は
、
古
典
時

　
代
が
来
る
。
…
…
局
外
は
私
の
ラ
デ
ィ
ゲ
熱
を
さ
ま
し
て
く
れ
た
。

　
そ
し
て
、
局
外
は
又
、
私
が
そ
れ
ま
で
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
ド

　
イ
ツ
的
な
世
界
へ
連
れ
出
し
て
く
れ
、
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
の
小
説

　
の
、
真
の
ド
イ
ツ
的
な
味
わ
い
な
ど
に
だ
ん
だ
目
を
ひ
ら
か
れ
る

　
よ
う
に
な
っ
た
。
〉
内
外
の
作
家
の
自
分
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ

　
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
三
島
の
文
章
は
、
他
に
も
い
く
つ
か
あ
る

　
が
そ
の
中
で
『
仮
面
の
告
白
』
以
前
と
し
て
は
、
泉
浪
花
の
間
接

　
的
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
『
仮
面
の
告
白
』
以
後
と
し

　
て
は
森
鴎
外
の
直
接
的
影
響
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
特
に

。
浪
花
作
品
『
高
野
聖
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
幻
加
美
の
世
界
の
創
造

　
は
、
三
島
が
日
常
か
ら
の
離
脱
に
用
い
た
手
法
で
あ
っ
た
。
少
年

　
三
島
の
心
象
を
形
成
し
て
い
っ
た
「
死
」
と
「
美
」
の
イ
デ
オ
ロ

　
ギ
ー
及
び
文
体
に
お
い
て
、
「
文
芸
文
化
」
同
人
の
清
水
文
雄
・

　
蓮
田
善
明
ら
日
本
浪
漫
派
の
影
響
は
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
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が
、
晩
年
の
鏡
花
作
品
に
見
ら
れ
る
口
語
体
の
中
に
も
伝
統
的
な

文
語
体
を
踏
ま
え
た
表
現
は
、
戦
後
と
い
う
新
し
い
時
代
を
担
う

洗
練
さ
れ
た
三
島
の
文
体
の
源
泉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
島
の
鏡

花
へ
の
憧
憬
は
、
日
本
の
伝
統
美
そ
の
も
の
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

る
。

　
さ
て
、
三
島
の
生
立
ち
が
三
島
文
学
に
及
ぼ
し
た
も
の
を
考
え

る
上
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
祖
父
定
太
郎
と
父
梓
像

で
あ
る
。
野
坂
昭
如
は
、
そ
の
著
書
『
赫
突
た
る
逆
行
―
私
説
・

三
島
由
紀
夫
』
の
中
で
〈
定
太
郎
に
抱
く
憧
れ
が
、
突
然
、
顕
在

化
し
「
私
が
彼
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
、
欲
求
に
し
め
つ
け
ら
れ

る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
作
品
世
界
の
描
写
を
そ
の
ま
ま
三
島
の
祖

父
へ
の
深
層
心
理
へ
と
つ
な
げ
る
の
に
は
少
々
無
理
が
あ
る
が
、

豪
放
な
、
も
の
に
拘
ら
な
い
性
格
で
あ
っ
た
祖
父
定
太
郎
に
自
分

に
な
い
力
強
さ
を
見
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
Ａ
注
③
Ｖ
ま

た
、
父
親
梓
は
、
三
島
が
作
家
に
な
る
こ
と
に
反
対
し
て
お
り
、

『
岬
に
て
の
物
語
』
で
描
か
れ
る
父
が
少
年
の
愛
読
書
を
没
収
す

る
こ
と
と
重
な
る
。
三
島
を
夢
の
中
に
お
け
る
擬
似
現
実
の
世
界

に
誘
っ
た
遠
因
は
父
親
に
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
三
島
の
美
意
識
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
う
一
つ
の

要
因
と
し
て
、
死
ぬ
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
で
あ
っ
た
戦
時
下
に
青

春
期
を
過
ご
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
死
」
は
美
し
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
三
島
の
「
死
」
に
対
す
る
美
学
は
、
消
滅
に
向
か

う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
無
形
で
あ
っ
て
も
生
き
続
け
る
観
念
的

な
る
美
の
追
究
に
あ
る
。
『
仮
面
の
告
白
』
以
前
に
書
か
れ
た
作

品
、
例
え
ば
前
述
の
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
最
末
尾
に
は
、
直
接

的
に
そ
う
し
た
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
『
盗
賊
』
の
末
尾
部

分
に
も
〈
今
こ
そ
二
人
は
、
真
に
美
な
る
も
の
、
永
遠
に
若
き
も

の
が
、
二
人
の
中
か
ら
誰
か
巧
み
な
盗
賊
に
よ
っ
て
根
こ
そ
ぎ
盗

み
去
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
〉
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
三
島

の
絶
対
的
な
る
美
へ
の
憧
憬
は
、
決
し
て
そ
の
形
を
永
遠
に
と
ど

め
る
こ
と
な
く
、
は
か
な
く
移
ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ

そ
人
間
の
営
み
も
輝
き
を
放
つ
の
で
あ
り
、
あ
く
な
き
生
へ
の
執

着
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
思
い
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

夢
幻
的
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
ち
り
ば
め
た
こ
う
し
た
作
品
は
、

虚
構
の
前
提
の
も
と
に
成
り
立
ち
、
あ
か
ら
さ
ま
な
言
葉
に
よ
っ

て
現
出
さ
れ
た
そ
れ
こ
そ
夢
・
幻
の
世
界
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
三

島
は
痛
切
に
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
『
仮
面
の
告
白
』
は
、
三
島

が
職
業
作
家
と
し
て
の
自
覚
の
も
と
自
己
の
目
指
す
小
説
の
在
り
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方
を
世
に
問
い
か
け
た
作
品
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
三
島
が
『
仮

面
の
告
白
』
に
託
し
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　
　
二

　
ほ
ぼ
二
十
代
前
半
ま
で
の
三
島
の
経
歴
に
即
し
た
形
で
展
開
す

る
『
仮
面
の
告
白
』
は
、
そ
の
自
叙
伝
的
色
合
い
の
濃
さ
ゆ
え
に

「
自
己
告
白
」
に
重
み
が
置
か
れ
た
解
釈
が
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。

多
く
の
三
島
研
究
が
自
己
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
の
意
味
を
追
究
し

て
い
る
と
言
え
る
。
福
田
恒
存
や
花
田
清
輝
を
先
駆
と
す
る
「
三

島
作
品
を
論
ず
る
こ
と
は
人
間
三
島
由
紀
夫
を
論
ず
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
」
と
い
う
評
言
に
異
論
は
無
い
が
、
『
仮
面
の
告
白
』

の
場
合
、
あ
ま
り
に
そ
の
「
告
白
性
」
に
固
執
し
た
解
釈
を
成
す

こ
と
は
作
品
の
本
質
を
見
誤
る
危
険
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ

る
。
小
説
と
い
う
虚
構
の
世
界
で
そ
の
素
材
と
す
べ
き
も
の
は
作

家
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
初
期
の
三
島
文
学
は
そ
の
題
材

を
体
験
の
中
に
求
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
敗
戦
の
日
を
は
さ
ん
で
書

き
継
が
れ
た
『
岬
に
て
の
物
語
』
は
、
三
島
が
家
族
と
と
も
に
避

暑
に
出
か
け
、
一
か
月
ほ
ど
過
ご
し
た
外
房
で
の
体
験
が
中
心
と

　
な
っ
て
お
り
、
作
中
の
繊
細
な
感
受
性
を
持
ち
、
夢
想
に
耽
溺
す

　
る
少
年
は
三
島
自
身
の
投
影
で
あ
ろ
う
。
同
年
に
刊
行
さ
れ
た

　
『
夜
の
支
度
』
そ
の
翌
年
の
『
盗
賊
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
失
恋

　
へ
の
嘆
き
と
自
分
を
裏
切
っ
た
も
の
へ
の
復
讐
」
を
主
題
と
し
た

　
作
品
も
敗
戦
直
前
の
二
十
歳
の
時
、
三
島
が
友
人
の
妹
と
恋
愛
状

　
態
に
あ
り
、
そ
の
後
別
れ
る
と
い
う
実
生
活
を
匂
わ
せ
る
。
『
仮

　
面
の
告
白
』
に
描
か
れ
る
「
私
」
の
生
い
立
ち
か
ら
家
庭
環
境
の

　
記
述
、
ま
た
園
子
と
の
出
会
い
と
別
れ
も
前
記
作
品
と
同
じ
で
あ

　
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

　
「
自
己
告
白
」
と
「
自
己
分
析
」
は
明
ら
か
に
違
う
と
い
う
こ
と

　
で
あ
る
。

　
　
無
論
、
そ
の
違
い
を
指
摘
す
る
前
に
『
仮
面
の
告
白
』
以
前
に

　
書
か
れ
た
作
品
と
『
仮
面
の
告
白
』
に
見
ら
れ
る
小
説
手
法
の
違

　
い
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
同
じ
虚
構
を
前
提
と
し
た

。
中
に
も
『
仮
面
の
告
白
』
以
前
の
三
島
の
作
品
に
は
、
非
現
実
的

　
な
空
想
の
世
界
で
創
り
上
げ
ら
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
幻
想
し

　
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
初
め
て

　
三
島
は
、
透
徹
し
た
目
を
持
っ
て
厳
し
く
自
分
自
身
を
見
つ
め
る

　
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
才
覚
遊
る
少
年
か
ら
大
人
へ
の
脱
皮
で
あ
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り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
獲
得
の
た
め
の
賭
で
も
あ
っ
た
。
今
後
、

作
家
と
し
て
生
き
て
い
く
以
上
、
自
ら
の
本
質
を
見
極
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
『
仮
面
の
告
白
』
は
、
日
本
自
然
主
義
に
よ
っ
て
追
が
聞
か
れ

た
大
正
文
壇
に
お
け
る
「
私
小
説
」
と
は
一
線
を
雨
す
る
。
む
し
゛

ろ
、
対
極
に
位
置
し
、
「
私
小
説
」
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に
よ
り

『
仮
面
の
告
白
』
は
生
ま
れ
た
と
さ
え
思
え
る
。
奥
野
健
男
は

『
三
島
由
紀
夫
論
－
に
せ
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
文
学
』
Ａ
注
④
Ｖ
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
元
来
か
く
さ
れ
た
自
己
を
告
白
す
る
こ
と
は
、
私
小
説
を
成

　
立
さ
せ
て
い
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
方
法
と
い
っ
て
よ
い
の
で

　
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
告
白
は
行
為
や
行
動
を
、
そ
の
ま
ま
報

　
告
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
自
己
を
分
析
し
、
そ
の
本
質

　
を
あ
ば
く
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
身
辺
雑

　
事
的
現
象
の
無
自
覚
的
な
記
述
を
、
自
己
告
白
、
自
己
追
求
と

　
誤
り
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
前
近
代
的
日
本
社
会
を

　
基
盤
と
し
て
発
生
し
さ
か
え
た
、
私
小
説
と
い
う
前
近
代
的
な

　
文
学
の
方
法
で
は
、
事
物
の
本
質
を
え
ぐ
り
出
す
こ
と
は
で
き

　
な
い
の
が
、
当
然
と
い
っ
た
方
が
よ
い
。
（
中
略
）
『
仮
面
の
告

　
白
』
は
単
な
る
性
体
験
の
無
自
覚
的
、
感
覚
的
な
記
述
と
異
な

　
り
自
己
の
性
の
本
質
を
自
覚
的
な
方
法
に
よ
り
、
容
赦
な
く
分

　
析
し
つ
く
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
は
な
ん
ら
の
タ
ブ
ー
も
羞
恥

　
も
感
じ
な
い
ご
と
く
自
己
の
異
常
な
性
願
望
を
冷
静
に
、
淡
々

　
と
告
白
し
て
い
る
。

奥
野
健
男
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
三
島
は
『
仮
面
の
告
白
』
を
通

じ
て
虚
構
の
中
に
本
来
の
自
己
の
姿
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ

り
、
「
告
白
」
小
説
の
色
合
い
は
そ
こ
に
は
な
い
。
そ
う
考
え
て

く
る
と
、
『
仮
面
の
告
白
』
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
論
点
は
明
白

で
あ
る
。
「
告
白
」
性
で
は
な
く
「
仮
面
」
の
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
「
仮
面
」
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
考
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
『
仮
面
の
告
白
』
が
有
す
る
テ
ー
マ
ひ
い
て
は
、

三
島
由
紀
夫
の
文
学
的
人
間
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。

　
　
三

　
で
は
、
一
体
「
仮
面
」
の
果
た
す
役
割
は
何
な
の
か
。
「
仮
面
」

の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
時
、
そ
の
解
明
を
厄
介
に
し
て
い
る
要

因
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
小
説
『
仮
面
の
告
白
』
が
ほ
ぼ
三
島
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の
経
歴
に
沿
っ
て
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し

て
も
う
一
つ
は
、
三
島
の
自
作
に
対
す
る
解
説
文
で
あ
る
。
三
島

自
身
が
、
『
仮
面
の
告
白
』
の
た
め
に
準
備
し
た
序
文
の
一
つ
、

『
作
者
の
言
葉
』
の
冒
頭
に
は
、
〈
こ
の
小
説
は
、
私
の
『
ヰ
タ

セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
で
あ
り
、
能
ふ
か
ぎ
り
正
確
さ
を
期
し
た
性
的

自
伝
で
あ
る
。
〉
と
書
い
て
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
中
で
可
能
な
限
り
の
真
実
を
吐
露
し
た
作
品
と
い
う
解
釈
が
成

り
立
ち
、
そ
れ
を
「
仮
面
」
と
言
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
　
『
仮
面
の
告
白
』
は
、
〈
永
い
あ
い
だ
、
私
は
自
分
が
生
ま
れ

た
と
き
の
光
景
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
言
い
張
っ
て
い
た
。
〉
と

い
う
書
き
出
し
で
始
ま
り
、
感
受
性
の
鋭
い
子
供
が
青
年
に
な
る

ま
で
を
描
い
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
か
ら
「
私
」

は
、
「
仮
面
」
の
下
で
別
の
人
格
を
造
形
し
て
い
く
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
の
「
仮
面
」
の
意
味
は
、
「
仮
面
を
披
る
」
つ
ま
り
、

本
心
・
本
性
を
隠
し
て
、
違
っ
た
も
の
の
よ
う
に
繕
う
、
あ
る
い

は
、
本
心
を
包
み
隠
し
て
表
情
に
あ
ら
わ
さ
な
い
、
と
い
っ
た
意

味
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
「
仮
面
」
を
付
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
探
し
求
め
て
や
ま
な
い
自
己
の
本
質
が
見
え
て
く
る
の
で

　
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
実
を
「
告
白
」
す
る
の
に
「
仮
面
」
が
必
要

　
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
三
島
の
「
仮
面
」
の
下
に
あ
る
「
素
面
」

　
は
、
「
告
白
」
す
る
自
己
で
は
な
く
、
「
希
求
」
す
る
自
己
で
あ
る
。

　
「
仮
面
」
の
下
で
う
ご
め
く
「
私
」
の
心
情
こ
そ
三
島
の
目
指
し

　
た
文
学
で
あ
り
、
読
者
は
逆
説
に
満
ち
た
三
島
文
学
の
世
界
に
引

　
き
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
「
私
」
は
病
弱
で
祖
母
の
溺
愛
の
も
と
、
育
っ
て
い
き
、
野
卑

　
で
男
性
的
な
も
の
に
惹
か
れ
て
い
く
。
〈
坂
を
下
り
て
来
だ
の
は

　
∵
人
の
若
者
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
汚
機
屋
－
糞
尿
汲
取
人

　
－
１
１
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
地
下
足
袋
を
穿
き
、
紺
の
股
引
き
を
穿

　
い
て
い
た
。
五
歳
の
私
は
異
常
な
注
視
で
こ
の
姿
を
見
た
。
〉
そ

　
し
て
、
学
習
院
中
等
科
生
の
時
、
「
聖
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
殉
教
図
」

　
を
見
て
、
苦
痛
と
歓
喜
を
味
わ
い
自
慰
行
為
を
覚
え
る
。
〈
そ
の

　
絵
を
見
た
刹
那
、
私
の
全
存
在
は
、
或
る
異
数
的
な
歓
喜
に
押
し

’
ゆ
る
が
さ
れ
た
。
私
の
血
液
は
奔
騰
し
、
私
の
器
官
は
憤
怒
の
色

　
を
た
た
え
た
。
〉
ま
た
、
逞
し
い
身
体
の
年
上
の
同
級
生
近
江
を

　
慕
う
よ
う
に
な
る
。
〈
近
江
∵
人
は
自
分
の
制
服
に
充
実
し
た
重

　
量
感
と
一
種
の
肉
感
を
堪
え
て
い
た
。
紺
サ
ー
ジ
の
制
服
の
上
か

　
ら
そ
れ
と
窺
わ
れ
る
肩
や
胸
の
肉
を
、
嫉
妬
と
愛
の
こ
も
っ
た
目
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で
見
て
い
る
者
は
、
私
一
人
で
は
な
い
筈
だ
っ
た
づ
こ
う
し
た

部
分
よ
り
、
三
島
を
「
倒
錯
性
向
」
と
捉
え
、
実
生
活
に
そ
の
論

拠
を
求
め
る
こ
と
は
全
く
の
見
当
違
い
で
あ
る
。
確
か
に
そ
こ
に
、

自
分
と
は
異
質
な
者
に
抱
く
愛
欲
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

た
だ
、
そ
の
感
情
は
、
「
素
面
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
仮
面
」
夕

付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
得
る
感
情
の
代
弁
に
過
ぎ
な
い
。

「
私
」
が
求
め
た
も
の
は
、
そ
の
肉
体
に
対
す
る
情
欲
で
は
な
く

て
、
精
神
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
『
仮
面
の
告
白
』
の
中
で
描
写

さ
れ
る
生
活
・
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
は
、
伝
記
的
事
実
が
裏
付

け
て
い
る
よ
う
に
実
存
す
る
。
そ
の
こ
と
自
体
を
虚
構
と
し
て
問

題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
追
究
す
べ
き
深
層
心
理
こ
そ
真
実

で
あ
り
、
「
仮
面
」
の
「
告
白
」
と
い
う
見
事
な
手
法
に
よ
っ
て

展
開
さ
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
全
て
を
も
包
み
込
み
、
新
し
い
小
説
世

界
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
島
の
大
宰
嫌
い
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
『
小
説
家
の
休
暇
』

二
九
五
五
年
刊
行
　
三
十
歳
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
面
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
〈
私
が
太
宰
治
の
文
学
に
対
し
て
抱
い
て
ゐ
る

嫌
悪
は
、
一
種
猛
烈
な
も
の
だ
。
第
一
私
は
こ
の
人
の
顔
が
き
ら

ひ
だ
。
第
二
に
こ
の
人
の
田
舎
者
の
ハ
イ
カ
ラ
趣
味
が
き
ら
ひ
だ
。

第
三
に
こ
の
ひ
と
が
、
自
分
に
適
し
な
い
役
を
演
じ
た
の
が
き
ら

ひ
だ
。
〉
実
際
、
三
島
は
、
Ｔ
几
四
七
年
（
昭
和
二
十
二
年
）
　
一

月
に
大
宰
に
向
か
っ
て
「
僕
は
大
宰
さ
ん
の
文
学
は
き
ら
ひ
な
ん

で
す
。
」
と
言
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
。
三

島
が
嫌
っ
た
の
は
、
大
宰
文
学
の
方
法
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
演

技
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
三
島
は
大
宰
の
「
道
化
」
と
自
身
の

「
仮
面
」
を
重
ね
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
入
江
⑤
Ｖ
だ
が
、

三
島
の
大
宰
に
対
す
る
嫌
悪
感
は
、
太
宰
治
の
文
学
が
「
私
小
説
」

の
延
長
上
に
あ
り
、
し
か
も
作
品
の
た
め
の
私
生
活
と
も
思
わ
れ

る
大
宰
の
生
き
ざ
ま
に
起
因
し
て
い
る
。
包
み
隠
す
べ
き
自
ら
の

心
と
実
際
の
行
動
が
一
致
し
、
そ
れ
が
小
説
世
界
で
結
実
す
る
こ

と
は
、
三
島
に
は
相
容
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
、
園
子
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
見
え
る
愛
ｊ
ｌ
－
実
は
、
こ
れ
こ
そ
「
私
」
の
愛
の
す
が

た
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
短
絡
的
に
三
島
の
「
倒
錯
性
向
」

っ
ま
り
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
的
傾
向
と
結
び
付
け
て
捉
え
る
向
き

も
多
い
が
、
表
面
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
深
層
に
触
れ
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
村
松
剛
は
そ
の
著
書
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』
の
中

で
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
入
江
⑥
Ｖ
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『
仮
面
の
告
白
』
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
自
分
の
過
去
の
世
界

　
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
。
単
に
同
性
愛
を
え
が
く
こ
と
だ
け
が
目

　
的
な
ら
、
近
江
の
よ
う
な
不
良
で
は
な
く
、
優
等
生
の
美
少
年

　
を
相
手
と
し
て
設
定
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
。

村
松
剛
の
言
う
「
優
等
生
の
美
少
年
を
相
手
と
し
て
設
定
し
て
も

よ
か
っ
た
は
ず
。
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言

い
切
れ
ず
、
知
的
で
繊
細
な
「
私
」
に
は
、
動
的
な
荒
々
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
人
物
こ
そ
憧
憬
の
対
象
た
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
仮
面
の
告
白
』
で
描
か
れ
る
「
倒
錯

性
向
」
は
、
決
し
て
三
島
が
言
う
と
こ
ろ
の
赤
裸
々
な
〈
件
的
自
伝
〉

な
ど
で
は
な
く
、
幻
想
の
世
界
か
ら
現
実
世
界
の
認
識
へ
と
つ
な

が
る
自
ら
の
心
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
『
仮
面
の
告
白
』

以
前
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
、
戦
後
の
混
乱
を
生
き
抜
く
意
志

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
四

　
　
『
仮
面
の
告
白
』
の
後
半
部
分
（
第
三
・
四
章
）
で
は
、
園
子

と
の
恋
愛
に
大
き
な
ウ
ェ
ィ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。
作
品
の
構
成

と
し
て
は
、
女
性
と
の
恋
に
よ
っ
て
自
己
の
気
質
を
再
認
す
る
と

　
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
後
の
『
愛
の
渇
き
』
（
一
九
五
〇
年

　
刊
行
　
二
十
五
歳
）
、
『
潮
騒
』
（
一
九
五
四
年
刊
行
　
二
十
九
歳
）

　
な
ど
の
作
品
に
受
け
継
が
れ
る
三
島
の
愛
情
観
を
探
る
こ
と
は
、

　
三
島
文
学
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
「
愛
」
の
意
識
を
ひ
も
と
く

　
上
で
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
園
子
は
私
の
腕
の
中
に
い
た
。
息
を
弾
ま
せ
、
火
の
よ
う
に

　
　
顔
を
赤
ら
め
て
、
捷
を
ふ
か
ぶ
か
と
閉
ざ
し
て
い
た
。
そ
の
唇

　
　
は
稚
な
げ
で
美
し
か
っ
た
が
、
依
然
私
の
欲
望
に
は
う
っ
た
え

　
　
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
私
は
彼
女
の
唇
を
唇
で
覆
っ
た
。
一
秒

　
　
経
っ
た
。
何
の
快
感
も
な
い
。
二
秒
経
っ
た
。
同
じ
で
あ
る
。

　
　
三
秒
経
っ
た
。
－
ｔ
私
に
は
凡
て
が
わ
か
っ
た
。

　
　
引
用
し
た
部
分
も
そ
う
で
あ
る
が
、
『
仮
面
の
告
白
』
に
は
、

　
本
来
な
ん
ら
か
の
愛
情
表
現
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
な
い
肉
親
や

　
園
子
に
対
し
直
接
的
な
愛
情
表
現
が
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
に
反

√
し
て
作
中
の
「
私
」
が
心
惹
か
れ
た
年
上
の
同
級
生
近
江
に
は
、

　
は
っ
き
り
と
〈
嫉
妬
と
愛
の
こ
も
っ
た
目
〉
の
よ
う
に
愛
と
い
う

　
表
現
を
用
い
て
い
る
。
他
の
汚
機
屋
や
半
裸
の
や
く
ざ
ら
し
い
男

　
に
対
し
て
も
大
袈
裟
な
表
現
が
目
立
つ
。
田
中
美
代
子
は
、
「
鑑

　
賞
日
本
現
代
文
学
祁
二
島
由
紀
夫
」
（
角
川
書
店
、
Ｔ
几
八
〇
年
）
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の
中
で
、
『
仮
面
の
告
白
』
を
〈
逆
説
的
な
一
種
の
清
純
な
恋
愛
小

説
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
〉
と
述
べ
て
い
る
。
Ａ
注
⑦
Ｖ

田
中
の
言
う
〈
恋
愛
小
説
〉
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
、
「
倒
錯

性
向
」
の
真
偽
よ
り
も
「
仮
面
」
の
問
題
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い

る
。
「
仮
面
」
の
も
と
、
男
性
へ
の
欲
情
は
、
能
動
的
な
愛
を
求

め
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
女
性
か
ら
の
愛
に
応

え
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
身
の
も
ど
か
し
さ
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
根
底
に
は
、
女
性
に
対
す
る
愛
の
感
情
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
三
島
に
と
っ
て
の
「
愛
」
は
、
「
愛
す
る
こ
と
」
で
は
な
く
て
、

「
愛
さ
れ
る
」
こ
と
の
み
を
意
味
し
て
い
た
。
あ
く
ま
で
受
動
的

な
の
で
あ
る
。
幼
少
の
頃
よ
り
、
祖
母
夏
子
に
溺
愛
さ
れ
、
し
か

も
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
、
少
年
誰
も
が
望
む
で
あ
ろ
う
母
性
愛
あ

る
い
は
、
父
性
的
な
愛
情
を
体
感
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た

こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
〈
母
と
い
ふ
存
在
は
私
に

と
っ
て
、
何
だ
か
非
常
に
は
か
な
い
、
今
に
も
消
え
て
な
く
な
り

さ
う
な
存
在
〉
（
『
母
を
語
る
』
）
で
あ
り
、
特
別
な
も
の
と
し
て

意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
三
島
少
年
は
、
い
つ
し

か
自
ら
の
心
の
中
に
そ
う
し
た
思
い
を
閉
じ
込
め
て
い
く
よ
う
に

な
る
。
自
ら
に
注
が
れ
る
愛
情
だ
け
が
愛
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ

ば
、
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
、
「
私
」
の
情
欲
が
園
子
で
は
な

く
他
の
荒
々
し
い
者
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
は
自

己
の
気
質
を
掴
み
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
愛
情
観
に
何

ら
か
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
『
仮
面
の
告
白
』
で
新
た
な
作
風
を
持
っ
て
登
場
し
た
三
島
由

紀
夫
の
次
作
『
愛
の
渇
き
』
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
重
要
で
あ
る
。

閉
ざ
さ
れ
た
家
庭
悲
劇
を
扱
っ
た
こ
の
小
説
で
は
、
母
子
相
姦
と

い
う
異
常
な
愛
を
通
し
て
自
己
の
本
質
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
三

島
の
意
図
が
伺
わ
れ
る
。
愛
が
成
就
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
、
悦
子

は
三
郎
を
殺
し
て
し
ま
う
。
『
愛
の
渇
き
』
に
見
ら
れ
る
愛
の
形

は
、
『
仮
面
の
告
白
』
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
三
島
は
こ
う
し
た
作
品
に
託
し
た
自
己
変
容
・
愛
情
観
の

変
化
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

「
愛
」
は
「
死
」
と
と
も
に
、
三
島
の
美
学
の
中
に
包
有
さ
れ
て

い
く
。
そ
し
て
、
心
の
中
に
と
ど
ま
り
、
外
に
向
け
る
術
を
失
っ

た
「
愛
」
は
、
「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
と
し
て
形
を
変
え
て
存
在
し

て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
島
の
小
説
に
お
け
る
素
材
は
、

自
己
か
ら
社
会
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
社
会
ダ
ネ
」
小
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説
（
実
際
に
起
こ
っ
た
事
件
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
小
説
）

入
江
⑧
Ｖ
『
青
の
時
代
』
二
九
五
〇
　
昭
和
二
十
四
年
七
月
か

ら
十
二
月
ま
で
「
新
潮
」
に
連
載
）
が
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
五

　
　
『
仮
面
の
告
白
』
の
中
に
は
、
「
死
」
と
い
う
表
現
が
7
7
回
で

て
く
る
。
そ
の
大
半
は
、
第
三
章
（
「
私
」
の
十
六
歳
～
二
十
歳
）

に
集
中
し
て
い
る
。
（
4
7
回
）
無
論
、
『
仮
面
の
告
白
』
と
い
う
小

説
の
時
代
背
景
を
鑑
み
た
時
、
取
り
立
て
て
指
摘
す
る
ほ
ど
の
こ

と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
敗
戦
に
よ
る
混
沌
と
し
た
社

会
情
勢
の
中
で
何
よ
り
も
自
己
の
存
在
意
義
を
確
か
め
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
、
そ
し
て
、
愛
す
る
妹
を
チ
フ
ス
に
よ
り

失
っ
た
こ
と
の
悲
し
み
、
さ
ら
に
、
初
恋
の
女
性
の
思
い
も
か
け

な
か
っ
た
結
婚
等
、
当
時
の
三
島
の
苦
悩
は
想
像
す
る
に
余
り
あ

る
。
そ
う
し
た
三
島
の
心
を
代
弁
す
る
か
の
ご
と
く
、
川
端
康
成

は
『
盗
賊
』
の
序
文
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
寄
せ
て
い
る
。

　
　
私
は
三
島
君
の
早
成
の
才
華
が
眩
し
く
も
あ
り
、
痛
ま
し
く

　
も
あ
る
。
（
中
略
）
三
島
君
は
自
分
の
作
品
に
よ
つ
て
な
ん
の

　
傷
も
負
は
な
い
か
の
や
う
に
見
る
人
も
あ
ら
う
。
し
か
し
三
島

　
　
君
の
数
々
の
深
い
傷
か
ら
作
品
が
出
て
ゐ
る
と
見
る
人
も
あ
ら

　
　
う
。
こ
の
冷
た
さ
う
な
毒
は
決
し
て
人
に
飲
ま
せ
る
も
の
で
は

　
　
な
い
や
う
な
強
さ
も
あ
る
。
こ
の
脆
さ
う
な
造
花
は
生
花
の
髄

　
　
を
編
み
合
せ
た
や
う
な
生
々
し
さ
も
あ
る
。

　
川
端
康
成
は
、
三
島
の
実
生
活
に
お
け
る
苦
悩
と
作
品
に
お
け
る

　
虚
構
性
の
共
存
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
才
華
迢
る
作
家
三
島
由
紀

　
夫
の
「
仮
面
」
の
必
然
性
を
予
見
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
そ
う
し
た
苦
悩
が
「
死
」
の
意
識
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
。

　
三
島
文
学
の
逆
説
性
は
、
早
く
か
ら
多
く
の
評
論
家
の
論
ず
る
所

　
で
あ
る
。

　
　
福
田
哲
存
は
、
『
仮
面
の
告
白
』
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　
（
「
新
潮
文
庫
」
『
仮
面
の
告
白
』
解
説
、
Ｔ
几
五
〇
年
）
入
江
⑨
Ｖ

　
　
豊
穣
な
る
不
毛
－
―
－
そ
ん
な
感
じ
が
す
る
。
無
邪
気
そ
う
な
悪

　
党
、
子
供
の
よ
う
で
い
な
が
ら
大
人
、
芸
術
家
の
才
能
を
も
っ
た

’
常
識
人
、
模
造
品
を
つ
く
る
詐
欺
師
。
だ
が
、
芸
術
家
と
は
才
能

　
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
、
芸
術
家
と
は
つ
ま
り
詐
飲
師
の
こ

　
と
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
１
‐
－
現

　
代
に
と
っ
て
は
こ
の
苦
し
ま
ぎ
れ
の
こ
の
逆
説
を
、
逆
説
で
な
く

　
し
た
人
間
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
逆
説
的
存
在
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
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て
そ
れ
を
逆
説
で
は
な
く
そ
う
と
し
て
い
る
人
間
、
そ
れ
が
三
島

由
紀
夫
だ
。
（
中
略
）

　
　
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
三
島
由
紀
夫
は
自
己
の
芸
術
家

　
の
い
る
べ
き
揺
ぎ
な
き
岩
盤
を
発
見
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
に

　
『
仮
面
の
告
白
』
と
題
し
た
ゆ
え
ん
は
、
つ
ま
り
作
者
が
仮
面

　
の
う
し
ろ
に
自
己
の
素
面
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
の
、
な
に
よ

　
り
の
証
拠
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
た
視
点
で
『
仮
面
の
告
白
』
を
見
つ
め
直
し
て
み
る
と
、

「
死
」
に
対
し
て
全
く
逆
の
方
向
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
な
が

ら
も
、
「
死
」
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
「
生
」
と
い
う
表
現

が
「
死
」
に
比
べ
て
少
な
い
こ
と
に
意
図
的
な
も
の
を
感
じ
る
。

純
粋
に
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
７
回
）

を
除
く
と
1
1
回
（
「
生
ま
れ
変
わ
る
」
と
い
う
表
現
も
含
む
）
し

か
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　
三
島
由
紀
夫
は
、
初
版
『
仮
面
の
告
白
』
に
付
せ
ら
れ
た
月
報

に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
こ
の
本
は
私
が
今
ま
で
そ
こ
に
住
ん
で
ゐ
た
死
の
領
域
へ
遺

　
さ
う
と
す
る
遺
書
だ
。
こ
の
本
を
書
く
こ
と
は
私
に
と
っ
て
裏

　
返
し
の
自
殺
だ
。
飛
込
自
殺
を
映
画
に
と
っ
て
フ
ィ
ル
ム
を
逆

　
に
ま
は
す
と
、
猛
烈
な
速
度
で
谷
底
か
ら
崖
の
上
へ
自
殺
者
が

　
飛
び
上
か
つ
て
生
き
返
る
。
こ
の
本
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
私

　
が
試
み
た
の
は
、
さ
う
い
う
回
復
術
で
あ
る
。

　
〈
死
の
領
域
に
残
そ
う
と
す
る
遺
書
〉
と
は
、
自
己
分
析
を
通
し

て
の
内
面
の
変
容
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
「
死
の
観
念
」

を
経
て
初
め
て
「
生
」
が
意
味
を
帯
び
、
「
生
」
の
輝
き
が
生
ま

れ
る
と
い
う
美
学
が
露
見
さ
れ
て
い
る
。
三
島
美
学
の
中
核
を
成

す
「
死
の
観
念
」
は
、
決
し
て
滅
び
の
方
向
へ
向
け
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
三
島
の
内
面
で
結
実
す
る
絶
対
的
な
る
美
へ
の
憧

憬
は
、
崇
高
な
精
神
の
美
学
で
あ
る
。
「
死
」
へ
の
執
着
は
、
逆

説
性
に
富
ん
で
お
り
、
三
島
自
身
の
言
う
「
過
去
へ
の
訣
別
」
は
、

自
己
再
認
識
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
〈
裏
返
し
の
自
殺
〉

つ
ま
り
「
生
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
「
私
」
は
、
自
分
に
な
い
強
靭
な
肉
体
に
惹
か
れ
、
情
欲
を
も

よ
お
す
。
汚
獄
屋
、
聖
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
殉
教
図
、
年
上
の
同
級
生

近
江
、
若
い
幾
何
の
教
師
、
半
裸
の
や
く
ざ
ら
し
い
男
。
自
己
の

内
面
を
見
つ
め
、
自
ら
の
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
外
面
を
欲
す
る
の

で
あ
る
。

　
　
そ
の
引
き
締
っ
た
腕
に
あ
る
牡
丹
の
入
れ
刺
青
を
見
た
と
き
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に
、
私
は
情
慾
に
襲
わ
れ
た
。
熱
烈
な
注
視
が
、
こ
の
粗
野
で

　
野
蛮
な
、
し
か
し
比
い
ま
れ
な
美
し
い
肉
体
に
定
着
し
た
。

　
（
中
略
）
あ
や
し
い
動
悸
が
私
の
胸
底
を
走
っ
た
。
も
う
彼
の

　
姿
か
ら
目
を
離
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
『
仮
面
の
告
白
』
の
終
わ
り
の
場
面
で
暗
示
さ
れ
る
園

子
と
の
別
れ
は
、
「
仮
面
」
の
も
と
で
生
ま
れ
た
新
た
な
る
自
己

の
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
身
の
美
学
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

三
島
は
、
三
十
歳
よ
り
ボ
デ
ィ
ビ
ル
を
始
め
、
ボ
ク
シ
ン
グ
、
剣

道
、
居
合
道
、
空
手
に
よ
っ
て
誇
る
べ
き
自
ら
の
肉
体
を
手
に
入

れ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
、
二
十
代
ま
で
の
三
島
が
払
拭
す
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
肉
体
的
コ
ン
プ
レ
。
ク
ス
を
打
破
せ
し
め
た
。

三
島
の
有
す
る
美
学
は
、
ま
さ
に
肉
体
と
精
神
の
調
和
的
美
の
完

成
に
あ
り
、
そ
れ
を
顕
著
に
示
し
た
作
品
が
『
仮
面
の
告
白
』
で

あ
る
。

　
　
Ａ
注
Ｖ

注
①
　
『
花
ざ
か
り
の
森
』
　
フ
几
四
一
年
（
昭
和
十
六
年
）
、
三

　
　
島
十
六
歳
の
時
の
作
品
。
刊
行
は
フ
几
四
四
年
。
栗
坪
良
樹

　
　
は
、
『
群
像
　
日
本
の
作
家
　
三
島
由
紀
夫
』
の
作
品
解
説

　
　
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
最
末
尾
の
表
現
世
界
に
は
、
す
で
に
〈
生
が
き
わ
ま
っ
て
〉

　
　
の
ち
に
や
っ
て
く
る
〈
死
〉
の
〈
静
謐
〉
が
手
さ
ぐ
り
の
内

　
　
に
さ
ぐ
り
当
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

注
②
　
『
岬
に
て
の
物
語
』
に
つ
い
て
松
本
徹
は
、
『
年
表
　
作

　
　
家
読
本
　
三
島
由
紀
夫
』
（
「
河
出
書
房
新
杜
」
　
　
フ
几
九
〇

　
　
年
初
版
発
行
）
の
中
で
、
〈
核
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の

　
　
初
恋
の
不
幸
な
情
念
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
〉
と
指
摘
し

　
　
て
い
る
。

　
　
　
　
『
盗
賊
』
に
つ
い
て
は
村
松
剛
が
そ
の
著
書
で
あ
る
『
三

　
　
島
由
紀
夫
の
世
界
』
（
「
新
潮
社
」
　
　
フ
几
九
〇
年
発
行
）
の

　
　
中
で
、
〈
敗
戦
後
何
年
間
か
の
三
島
の
作
品
は
、
そ
の
多
く

　
　
が
、
失
恋
へ
の
歎
き
と
自
分
を
裏
切
っ
た
も
の
へ
の
復
讐
を

　
　
主
題
と
し
て
い
た
。
〉
と
指
摘
し
て
お
り
、
『
盗
賊
』
も
そ

　
　
う
し
た
作
品
群
の
Ｉ
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

注
③
　
野
坂
明
拙
著
『
赫
突
た
る
逆
行
－
私
説
・
三
島
由
紀
夫
』

　
　
（
「
文
芸
春
秋
」
　
昭
和
五
十
七
年
）
は
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」

　
　
の
中
で
福
島
鋳
郎
『
資
料
　
三
島
由
紀
夫
』
（
「
又
柿
社
」

　
　
昭
和
五
十
六
年
）
反
び
越
次
倶
子
『
三
島
由
紀
夫
－
文
学
の
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軌
跡
』
（
「
広
論
社
」
　
昭
和
五
十
八
年
）
を
一
部
参
看
し
た

　
　
と
の
記
述
が
あ
る
。

注
④
　
奥
野
健
男
の
指
摘
は
、
「
文
学
界
」
昭
和
二
十
九
年
三
月

　
　
号
に
初
出
。
こ
こ
で
の
引
用
は
、
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢

　
　
書
　
三
島
由
紀
夫
』
（
「
有
精
堂
出
版
」
　
昭
和
四
十
七
年
初
゛

　
　
版
発
行
所
収
）
に
よ
る
。

注
⑤
　
比
較
文
学
と
し
て
の
三
島
由
紀
夫
と
太
宰
治
に
つ
い
て
は
、

　
　
野
口
武
彦
『
「
道
化
」
と
「
仮
面
」
の
双
曲
線
－
『
人
間
失

　
　
格
』
と
『
仮
面
の
告
白
』
を
め
ぐ
っ
て
』
（
「
ユ
リ
イ
カ
」

　
　
昭
和
五
十
年
）
、
菅
原
洋
一
『
三
島
由
紀
夫
と
太
宰
治
－
絶

　
　
望
と
祈
り
と
』
（
「
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
七
□
　
昭
和
五

　
　
十
六
年
」
な
ど
が
あ
る
。

注
⑥
　
村
松
剛
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』
よ
り
引
用
。
今
ま
で
の

　
　
論
評
で
は
三
島
そ
の
も
の
に
片
寄
り
が
ち
で
あ
っ
た
作
品
論

　
　
の
在
り
方
に
一
石
を
投
じ
て
お
り
、
様
々
な
情
報
に
裏
付
け

　
　
ら
れ
た
作
家
と
作
品
の
結
び
付
き
が
実
に
明
瞭
で
本
質
を
つ

　
　
い
て
い
る
。

注
⑦
　
田
中
美
代
子
の
文
章
は
、
三
島
文
学
の
逆
説
性
と
い
う
視

　
　
点
で
書
か
れ
て
お
り
、
神
西
清
か
指
摘
し
た
く
そ
の
逆
説
性

　
　
の
す
る
ど
さ
は
、
殆
ど
悲
劇
的
と
い
っ
て
い
い
。
〉
（
「
人
間
」

　
　
　
昭
和
二
十
四
年
）
と
い
う
論
を
更
に
具
体
化
さ
せ
て
い
る
。

注
⑧
　
「
社
会
ダ
ネ
」
小
説
と
し
て
三
島
は
次
の
五
作
品
を
書
い

　
　
て
い
る
。
『
親
切
な
機
械
』
（
昭
和
二
十
四
年
）
、
『
青
の
時
代
』

　
　
（
昭
和
二
十
五
年
）
、
『
金
閣
寺
』
（
昭
和
三
十
一
年
）
、
『
宴
の

　
　
あ
と
』
（
昭
和
三
十
五
年
）
、
『
絹
と
明
察
』
（
昭
和
三
十
九
年
）

注
⑨
　
福
田
仮
存
は
、
〈
『
仮
面
の
告
白
』
は
戦
後
文
学
と
し
て
も
、

　
　
の
ち
の
ち
に
残
る
最
上
の
収
穫
の
ひ
と
つ
で
あ
る
〉
と
評
し

　
　
て
い
る
。
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