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片
野　

智
子

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
安
部
公
房　

②
『
他
人
の
顔
』　

③
素
顔
と
仮
面　

④
自
己
疎
外　

⑤
美
容
整
形
﹈

１
、
問
題
提
起

『
他
人
の
顔
』
は
一
九
六
四
年
一
月
『
群
像
』
に
て
発
表
さ
れ
、
同
年
九
月
に
講
談
社
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
安
部

公
房
の
作
品
で
あ
る
。
科
学
実
験
中
の
事
故
で
顔
面
に
ケ
ロ
イ
ド
瘢
痕
を
負
っ
た
「
ぼ
く
」
＝
主
人
公
は
、
他
人
の
顔
型
を
借
り

て
制
作
し
た
人
間
の
素
顔
そ
っ
く
り
の
仮
面
を
製
作
し
、
そ
の
仮
面
を
被
っ
て
赤
の
他
人
に
な
り
す
ま
す
こ
と
で
、
妻
を
誘
惑
し

よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
っ
さ
り
と
仮
面
の
誘
い
に
乗
っ
た
妻
に
対
し
て
「
ぼ
く
」
は
不
信
感
を
抱
く
。
や
が
て
、
素
顔
の

「
ぼ
く
」
と
仮
面
と
妻
と
い
う
三
角
関
係
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、一
連
の
計
画
を
詳
細
に
記
録
し
た
三
冊
の
ノ
ー

ト
を
妻
に
読
ま
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
仮
面
劇
に
終
止
符
を
打
と
う
と
す
る
。
だ
が
、
妻
は
初
め
か
ら
仮
面
の
正
体
が
「
ぼ
く
」
だ

安
部
公
房
『
他
人
の
顔
』
論

―
―
自
己
疎
外
と
加
工
さ
れ
た
顔
―
―
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と
知
っ
て
い
た
と
い
う
内
容
の
手
紙
を
残
し
て
、「
ぼ
く
」
の
元
か
ら
去
っ
て
し
ま
う
。
打
ち
の
め
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
が
再
び
仮

面
を
装
着
し
、
空
気
拳
銃
を
手
に
し
て
路
地
裏
に
身
を
潜
め
る
と
こ
ろ
で
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
本
文
は
「
ぼ
く
」
が
妻
に
宛
て

て
書
い
た
冒
頭
の
手
紙
と
三
冊
の
ノ
ー
ト
（《
黒
い
ノ
ー
ト
》《
白
い
ノ
ー
ト
》《
灰
色
の
ノ
ー
ト
》）、な
ら
び
に
《
灰
色
の
ノ
ー
ト
》

の
中
に
含
ま
れ
る
〈
妻
の
手
紙
〉
と
、
そ
の
手
紙
を
読
ん
で
「
ぼ
く
」
が
記
し
た
《
灰
色
の
ノ
ー
ト
を
逆
さ
に
使
っ
て
、
そ
の
余

白
に
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
、
自
分
だ
け
の
た
め
の
記
録
》
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

同
時
代
の
『
他
人
の
顔
』
研
究
で
は
、「
ぼ
く
」
が
経
験
す
る
「
顔
の
喪
失
」
と
い
う
問
題
は
、
何
ら
か
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し

て
読
ま
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
そ
れ
は
「
現
代
人
の
連
帯
感
の
喪
失
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
断
絶
」（
１
）

や
「
個
性
や
具
体
的
＝
情
緒
的
な
人
間
関
係
」（
２
）
の
喪
失
、
あ
る
い
は
「
現
代
人
の
自
己
喪
失
」（
３
）
の
暗
喩
で
あ
る
と
さ
れ
て

き
た
。
そ
し
て
、
素
顔
の
代
替
と
な
る
仮
面
に
つ
い
て
は
、「
人
々
の
顔
は
、
実
は
本
当
の
意
味
の
顔
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
人

間
関
係
の
な
か
で
、
個
人
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
示
す
た
め
の
社
会
的
な
記
号
」
で
し
か
な
く
「
だ
か
ら
こ
そ
、
精
巧
な
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
仮
面
は
、
十
分
に
素
顔
の
代
用
品
と
成
り
得
る
」
と
す
る
論
（
４
）
や
、「
自
己
の
本
当
の
孤
独
と
孤
立
を
押
し
か
く
し

て
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
得
よ
う
と
す
る
努
力
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
す
る
考
察
（
５
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
研
究
の

根
底
に
も
、
本
物
の
〈
素
顔
〉（
＝
人
間
の
本
質
）
と
偽
り
の
〈
仮
面
〉（
＝
社
会
的
役
割
）
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
対
置
さ
せ
る

意
識
が
見
ら
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
み
な
本
物
の
自
分
の
顔
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
み
な
仮
面
を
か
ぶ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
称
し
て
他
者
と
の
い
つ
わ
り
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
」と
い
う
見
解
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
を
要
約
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
６
）。

そ
う
し
た
先
行
研
究
の
背
景
に
は
、「
顔
の
喪
失
」
と
い
う
「
ぼ
く
」
の
個
人
的
な
体
験
を
戦
後
の
資
本
主
義
社
会
の
人
々
が

抱
え
る
問
題
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
こ
に
「
自
己
疎
外
」
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
意
識
が
共
通
し
て
見
受
け
ら
れ
る
。『
他
人
の
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顔
』
の
発
表
さ
れ
た
六
〇
年
代
は
、
急
速
な
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
が
根
本
か
ら
変
化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
急
激
な
生
活
の
変
化
は
、
戦
後
か
ら
の
解
放
感
や
理
想
（
そ
の
多
く
は
更
な
る
経
済
的
豊
か
さ
を
希
求
す
る
も
の
だ
っ

た
が
）
を
追
い
求
め
る
情
熱
を
生
み
出
し
た
が
、
一
方
で
は
拡
大
す
る
自
然
破
壊
や
公
害
問
題
に
よ
る
日
本
社
会
へ
の
不
安
や
閉

塞
感
を
生
み
出
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
人
間
存
在
は
社
会
を
動
か
す
歯
車
の
一
つ
と
し
て
み
な
さ
れ
、
自
己
の
本
質
を
失
っ
て
非
人

間
的
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
「
自
己
疎
外
」
論
が
一
世
を
風
靡
す
る
。
こ
の
よ
う
な
疎
外
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
初
期

の
マ
ル
ク
ス
哲
学
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』（
一
八
四
四
年
）
で
人
間
の
本
質
は
労
働
に
あ
る
と
し
た
が
、

資
本
主
義
社
会
で
は
労
働
が
自
己
の
能
力
を
発
揮
し
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
他
者
に
強
制
さ
れ
る
苦
役
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
人
間
は
類
的
本
質
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
（
７
）。

日
本
で
の
疎
外
論
の
流
行
の
端
緒
を
開
い
た
の
は
一
九
六
〇
年
に
訳
出
さ
れ
た
『
近
代
人
の
疎
外
』
で
あ
り
、
著
者
の
パ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
は
初
期
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
と
テ
ン
ニ
ー
ス
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
共
同
体
）
と
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
利
益
社
会
）

の
概
念
を
基
礎
に
置
き
、
近
代
社
会
に
お
け
る
疎
外
の
状
況
を
労
働
、
政
治
、
社
会
構
造
と
い
っ
た
多
面
的
な
方
向
か
ら
詳
し
く

分
析
し
た
（
８
）。
平
易
な
言
葉
で
疎
外
論
を
説
明
し
た
本
著
は
、
一
九
七
二
年
ま
で
毎
年
重
版
さ
れ
る
ほ
ど
広
く
読
ま
れ
た
（
９
）。

一
九
六
三
年
に
は
『
現
代
社
会
学
講
座
Ⅵ　

疎
外
の
社
会
学
』（
10
）
が
、
一
九
六
四
年
に
は
城
塚
登
と
田
中
吉
六
に
よ
る
初
の
翻

訳
版
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』（
11
）
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
疎
外
論
の
流
行
は
、
近
代
資
本
主
義
社
会
へ
の
批
判
と
共
に
、

か
つ
て
の
農
村
共
同
体
や
土
着
文
化
へ
の
再
評
価
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
（
12
）。
浅
田
彰
に
よ
れ
ば
、
六
八
年
か
ら
七
二
年
に

か
け
て
展
開
す
る
全
共
闘
運
動
も
、
近
代
の
疎
外
を
超
え
て
深
層
の
共
同
性
を
獲
得
す
る
試
み
と
し
て
、
反
近
代
主
義
的
な
側
面

を
持
っ
て
い
た
と
言
う
（
13
）。

と
こ
ろ
が
、『
砂
の
女
』（
一
九
六
二
年
）
が
出
版
さ
れ
る
前
年
に
共
産
党
か
ら
除
名
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
安
部
は
政
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治
的
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
か
ら
急
速
に
距
離
を
置
き
は
じ
め
て
い
た
。安
部
の
方
向
性
の
転
換
は
、同
時
代
評
の
ほ
と
ん
ど
が『
砂
の
女
』

を
あ
る
種
の〈
転
向
〉作
品
と
し
て
読
み
取
り
、「
無
国
籍
者
」（
14
）
な
い
し
は
国
家
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
か
ら
の「
逃

亡
者
」（
15
）
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
安
部
に
付
随
さ
せ
て
い
く
動
き
と
連
動
し
て
い
る
。
更
に
、
六
〇
年
代
以
降
の
安
部
は
「
他
人
」

（
な
い
し
「
他
者
」）
と
「
隣
人
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
前
近
代
的
な
共
同
体
へ
回
帰
し
よ
う
と
す
る
潮
流
を
繰
り
返
し
批
判

し
て
い
た
（
16
）。
こ
れ
ら
の
要
素
は
、『
他
人
の
顔
』
は
従
来
の
疎
外
論
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
『
他
人
の
顔
』
研
究
で
は
、
仮
面
そ
の
も
の
よ
り
も
作
品
の
構
造
や
着
想
し
た
背
景
に
つ
い
て
論
ず
る
な

ど
、
扱
う
テ
ー
マ
は
細
分
化
の
道
を
辿
っ
て
い
る
。
波
潟
剛
は
作
品
の
構
造
に
つ
い
て
、「
ぼ
く
」
の
新
た
な
自
己
を
構
築
す
る

た
め
の
場
で
あ
る
ノ
ー
ト
が
、
妻
の
手
紙
に
よ
っ
て
そ
の
自
己
完
結
性
を
問
わ
れ
、
や
が
て
「
ぼ
く
」
の
自
己
そ
の
も
の
が
解
体

さ
れ
て
い
く
構
図
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
17
）。
他
に
も
、『
他
人
の
顔
』
は
顔
面
の
欠
損
と
仮
面
に
よ
る
再
生
の
試

み
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
物
語
は
都
市
化
に
よ
る
共
同
体
の
崩
壊
と
再
創
造
に
も
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ

て
い
る
の
は
皮
膚
に
焦
点
化
さ
れ
た
身
体
の
言
語
で
あ
る
と
し
た
論
や
（
18
）、『
他
人
の
顔
』
に
描
き
こ
ま
れ
た
〈
異
形
の
身
体
性
〉

に
着
目
し
、
同
時
代
に
発
表
さ
れ
た
川
端
康
成
の
「
片
腕
」、
澁
澤
龍
彦
の
「
人
形
塚
」
と
の
関
連
性
を
考
察
し
た
も
の
（
19
）
が

あ
る
。

勿
論
、
仮
面
の
意
味
や
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
相
変
わ
ら
ず
疎
外
論
的
な
読
み
方
が
な
さ
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
野
和
典
は
仮
面
に
振
り
回
さ
れ
る
「
ぼ
く
」
の
姿
は
先
行
す
る
役
割
（
仮
面
）
に
内
面
（
素

顔
）
が
従
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
代
人
の
在
り
よ
う
の
戯
画
化
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
20
）。
他
に
も
、「
ぼ
く
」
の
仮

面
は
「
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
回
復
の
努
力
を
表
徴
す
る
一
方
、
真
の
自
己
を
隠
そ
う
と
す
る
努
力
も
表
徴
す
る
」
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と
い
う
考
察
（
21
）
や
、
仮
面
を
被
る
と
い
う
行
為
は
疎
外
さ
れ
た
孤
独
な
人
間
が
他
者
に
近
づ
こ
う
と
し
て
見
せ
る
「
思
い
や
り
」

の
表
れ
で
あ
る
と
す
る
も
の
（
22
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
は
、
素
顔
な
い
し
仮
面
を
何
ら
か
の
比
喩
と
し
て
扱
っ
て
い
る
点
に

お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
一
方
で
、
武
石
保
志
は
顔
と
は
常
に
他
者
か
ら
見
た
仮
面
（
＝
役
割
）
で
あ
っ
て
、
仮
面
を
離
れ
た
純

粋
な
素
顔
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
素
顔
と
仮
面
の
二
項
対
立
の
論
理
を
批
判
し
て
い
る
（
23
）。
だ
が
、
武
石

の
論
も
ま
た
、
仮
面
を
単
な
る
社
会
的
役
割
の
比
喩
と
し
て
し
か
見
な
し
て
い
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
論
に

対
し
て
、
田
中
裕
之
は
仮
面
制
作
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
や
、
仮
面
が
社
会
に
普
及
し
た
時
の
「
ぼ
く
」
の
想
定
は
「
喩
や
寓
意

の
範
囲
に
収
ま
り
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
誰
で
も
な
い
と
同
時
に
誰
に
で
も
な
れ
る
極
限

的
な
自
由
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
（
24
）。

だ
が
、
仮
面
を
被
る
こ
と
で
誰
に
で
も
な
い
者
に
な
れ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
顔
と

は
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
自
己
と
い
う
存
在
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を

持
つ
も
の
な
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、「
顔
の
喪
失
」
＝
資
本
主
義
社
会
に
生
き
る
人
々
が
抱
え
る
自
己

疎
外
の
問
題
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
自
明
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
図
式
を
い
っ
た
ん
保
留
に
し
て
、『
他
人
の
顔
』
に
お
い
て
、

比
喩
と
し
て
で
は
な
い
顔
が
ど
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
顔
の
持
つ

性
質
を
三
つ
に
分
け
て
分
析
す
る
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
が
〈
素
顔
〉
／
〈
仮
面
〉
＝
真
／
偽
と
い
う
二
項
対
立
の
論
理
を

解
体
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
従
来
の
疎
外
論
の
枠
組
み
に
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
な
、
顔
の

持
つ
根
本
的
な
自
己
疎
外
性
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
新
し
い
読
み
の
可
能
性
を
提
示
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
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２
、
自
己
疎
外
性
・
内
面
性
・
共
同
性

本
章
で
は
、『
他
人
の
顔
』
に
お
い
て
描
か
れ
る
顔
の
性
質
を
①
自
己
疎
外
性
②
内
面
性
③
共
同
性
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら

分
析
し
て
み
る
。
こ
れ
ら
の
性
質
は
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、相
互
に
影
響
し
あ
う
こ
と
で
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。〈
顔
〉

の
性
質
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
の
恣
意
性
も
明
ら
か
に
な
る
筈
だ
。

ま
ず
、
第
一
の
自
己
疎
外
性
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
顔
に
損
傷
を
負
っ
た
直
後
の
「
ぼ
く
」
は
、「
た
か
だ
か
、
人
間
の
容
器
、

そ
れ
も
ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
顔
の
皮
膚
」
を
失
っ
た
く
ら
い
で
は
「
れ
っ
き
と
し
た
研
究
所
の
一
部
門
を
あ
ず
け
ら
れ
、

船
の
碇
く
ら
い
の
重
さ
で
は
、
し
っ
か
り
世
間
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
ぼ
く
」
の
自
我
は
揺
る
が
な
い
筈
だ
と
考
え
て
い
た
。

だ
が
、
仕
事
場
の
同
僚
に
よ
そ
よ
そ
し
い
態
度
を
と
ら
れ
、
更
に
は
妻
に
性
交
を
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、「
ぼ
く
」
は
顔

に「
ぽ
っ
か
り
と
深
い
洞
穴
が
口
を
あ
け
た
」よ
う
な
幻
覚
に
苦
し
め
ら
れ
る
。「
ぼ
く
」が
仮
面
作
り
を
決
め
た
の
も
、そ
れ
が「
顔

の
穴
を
ふ
さ
ぐ
栓
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
人
工
器
官
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
高
分
子
科
学
研
究
所
を
訪
れ
、
Ｋ
氏
と
い
う
医
師
と
論
議
を
交
わ

す
。
Ｋ
氏
は
「
顔
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
表
情
の
こ
と
な
ん
で
す
よ
」
と
述
べ
た
上
で
、
顔
は
「
自
分
と
他
人
と
を
結
ぶ
通
路
」

で
あ
る
と
言
う
。
更
に
、
Ｋ
氏
は
幼
児
心
理
学
の
例
を
挙
げ
、
人
間
と
は
「
他
人
の
目
を
借
り
る
」
こ
と
で
し
か
自
己
を
確
認
で

き
な
い
と
述
べ
る
（
25
）。
そ
れ
は
、
鷲
田
清
一
の
言
う
よ
う
に
、「
わ
た
し
は
自
分
の
顔
に
、（
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
）
そ
の
微

妙
な
変
化
に
、
他
人
の
顔
を
ま
な
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
に
し
か
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ

う
（
26
）。
つ
ま
り
、
他
者
の
表
情
を
鏡
と
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
自
己
の
表
情
を
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ

に
は
圧
倒
的
な
非
対
称
性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
。
実
際
の
鏡
を
目
の
前
に
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
鏡
の
中
の
自
己
の
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顔
と
は
、
左
右
が
反
転
し
、
ガ
ラ
ス
の
表
面
に
映
し
出
さ
れ
る
せ
い
で
、
極
端
に
平
面
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

れ
が
正
確
な
自
己
の
顔
の
反
映
で
な
く
と
も
、
私
達
に
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
他
に
自
己
の
顔
を
知
る
術
が
な
い
。
鷲
田
は
そ
の

よ
う
な
顔
の
不
可
視
性
に
つ
い
て「〈
わ
た
し
〉の
所
有
権
が
は
じ
め
か
ら
剥
奪
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、顔
は
文
字
通
り〈
わ

た
し
〉
の
外
部
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
資
本
主
義
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
る
「
自
己
」
よ
り
も
、
も
っ
と
根
源
的
か

つ
決
定
的
な
「
自
己
」
の
疎
外
の
あ
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
自
己
が
自
己
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
顔
に
、

刻
一
刻
と
変
わ
り
ゆ
く
そ
の
変
化
も
含
め
て
、
他
者
と
い
う
鏡
を
経
由
し
て
し
か
近
付
け
な
い
と
い
う
こ
と
。
同
時
に
、
そ
の
鏡

に
映
さ
れ
た
自
己
が
本
物
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
他
に
自
己
を
確
認
で
き
る
術
が
な
い
と

い
う
こ
と
。
こ
れ
が
顔
の
持
つ
第
一
の
性
質
、
自
己
疎
外
性
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
顔
に
損
傷
を
負
っ
た
こ
と
で
「
ぼ
く
」
の
自
己
同
一
性
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
他
者
の
反
応
（
表

情
の
変
化
）
か
ら
「
ぼ
く
」
自
身
の
顔
を
想
像
す
る
可
能
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
、
顔
が
本
来
持
っ
て
い
た
自
己
疎
外
性
が
む
き

出
し
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
他
人
の
顔
』
の
「
ぼ
く
」
の
顔
に
開
い
た
「
洞
穴
」
は
、
自
己
と
い
う
存

在
が
穴
や

間
だ
ら
け
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
し
か
存
在
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、同
僚
の
女
性
に
《
偽
り
の
顔
》

と
い
う
デ
ッ
サ
ン
を
見
せ
ら
れ
た
時
、「
ぼ
く
」
は
思
わ
ず
そ
の
画
集
を
縦
に
裂
い
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
「
見
ら
れ
る
ば
か
り

で
見
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
偽
り
の
顔
」
が
「
ま
る
で
彼
女
の
眼
に
う
つ
っ
た
、
ぼ
く
自
身
の
よ
う
に
さ
え
見
え
て
」
し
ま
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
素
顔
を
包
帯
で
覆
い
隠
す
「
ぼ
く
」
は
、
奇
異
の
目
を
一
方
的
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
見
返
す
こ

と
、
つ
ま
り
他
者
の
顔
を
鏡
と
す
る
こ
と
で
、
今
の
自
分
の
顔
が
ど
う
い
う
状
態
に
あ
る
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
電

車
の
中
で
出
会
っ
た
親
子
連
れ
の
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
が
見
つ
め
返
そ
う
と
す
る
と
、
誰
も
が
表
情
を
凝
固
さ
せ
る
か
、
目
を
背

け
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
27
）。
そ
の
よ
う
に
し
て
む
き
出
し
に
な
っ
た
顔
の
自
己
疎
外
性
を
覆
い
隠
す
た
め
に
、「
ぼ
く
」
は
「
顔
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の
穴
を
ふ
さ
ぐ
栓
」
と
し
て
の
仮
面
を
求
め
た
の
だ
っ
た
。

次
に
、
第
二
の
内
面
性
だ
が
、
こ
れ
は
〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
と
関
係
し
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
肖
像
が
普
遍
的
な
表
現
と
し

て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、「
顔
と
そ
の
心
が
一
定
の
相
関
性
」
を
持
つ
こ
と
が
条
件
だ
と
述
べ
て
い
る
。
肖
像
画
や
肖
像
写
真
と

い
う
概
念
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
顔
面
の
向
う
に
一
つ
の
「
人
格
」
な
い
し
は
「
個
人
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
眼
差
し
な
く
し

て
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
顔
（
＝
外
面
）
と
心
（
＝
内
面
）
の
結
び
つ
き
が
ご
く
近
代
的
な
発

想
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
川
添
裕
子
に
よ
れ
ば
、
前
近
代
的
な
共
同
体
で
は
、
身
体
加
工
を
伴
う
儀
礼
を
正
し
く

行
う
こ
と
で
、
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
当
事
者
は
子
供
か
ら
大
人
、
あ
る
い
は
未
婚
者
か
ら
既
婚
者
へ
と
、
別
の
段
階
へ
移
る
身

体
を
相
互
に
確
認
し
あ
う
。
そ
こ
で
は
外
面
と
内
面
は
そ
も
そ
も
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
身
体
は
〝W

hat I am

〞（
わ
た
し
が

そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
）
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
哲
学
の
祖
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
は
、
人
間
を
物
質
的

な
身
体
と
そ
こ
に
宿
る
精
神
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
区
別
す
る
心
身
二
元
論
を
提
唱
し
た
。
そ
し
て
、
思
惟
す
る
精
神
こ
そ
が
人

間
存
在
の
本
質
で
あ
り
、
身
体
は
そ
れ
に
対
し
て
二
次
的
な
も
の
と
考
え
た
。
こ
こ
か
ら
身
体
は
、〝W

hat I have

〞（
わ
た
し

に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
も
の
）
に
変
化
す
る
。
デ
カ
ル
ト
以
降
、
意
識
／
対
象
、
精
神
／
身
体
、
内
面
／
外
面
と
い
っ
た
二
分
法

に
よ
っ
て
世
界
は
捉
え
ら
れ
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
優
れ
た
も
の
と
み
な
す
考
え
が
定
説
と
な
る
（
28
）。

そ
う
し
た
二
分
法
を
前
提
に
し
た
上
で
、『
他
人
の
顔
』
で
は
内
面
性
と
外
面
性
が
一
致
す
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
顔
が
〈
素
顔
〉

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
鷲
田
の
言
葉
を
再
び
借
り
れ
ば
、「
そ
の
背
後
に
、一
つ
の
人
称
的
な
存
在
、「
だ
れ
か
」（
＝
人
格
）

と
し
て
の
自
己
同
一
性
と
連
続
性
と
を
も
ち
、
顔
の
外
面
性
に
対
し
て
は
内
面
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
存
在
が
透
か
し
見

ら
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
の
関
係
の
な
か
で
顔
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
状
態
で
あ
る
（
29
）。
こ
れ
が
顔
の
持
つ
第
二
の

性
質
、内
面
性
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、外
面
と
内
面
と
を
二
分
化
し
た
上
で
、両
者
に
相
関
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
眼
差
し
が
、〈
素
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顔
〉
と
い
う
観
念
を
可
能
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
誰
に
と
っ
て
も
自
明
な
も
の
に
な
る
時
、「
あ
り
の
ま
ま
の
」
顔
と
し

て
の〈
素
顔
〉に
対
し
て
、「
い
つ
わ
り
の
」顔
と
し
て
の〈
仮
面
〉が
対
置
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、〈
仮
面
〉が
社
会
的
な
役
割
を
、〈
素

顔
〉が
固
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、古
い
共
同
体
の
崩
壊
と
近
代
資
本
主
義
の
発
達
に
よ
っ

て
、
人
々
が
自
己
を
そ
の
よ
う
な
二
重
性
の
中
で
意
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
（
30
）。
む
ろ
ん
、
そ
う
し

た
〈
素
顔
〉
と
〈
仮
面
〉
を
対
立
さ
せ
る
図
式
の
根
底
に
は
、
外
面
よ
り
内
面
を
優
先
さ
せ
る
近
代
的
な
人
間
観
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
先
に
引
用
し
た
『
他
人
の
顔
』
の
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
内
面
を
よ
り
正
直
に
映
し
出
す
〈
素
顔
〉
こ
そ
が
〈
仮
面
〉
よ
り

優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
私
達
は
他
者
の
顔
を
鏡
と
す
る
こ
と
で
し
か
自
己
の
顔
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
顔

の
自
己
疎
外
性
を
覆
い
隠
す
た
め
に
顔
と
内
面
性
と
の
連
続
性
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
顔
の
向
こ
う
側
に
一
貫
性
を
持

つ
「
私
」
と
い
う
内
面
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
態
度
が
常
態
化
す
る
こ
と
で
、
主
体
と
し
て
の
自
己
が
ま
ず
初
め
に
あ
っ
て
、
そ

の
自
己
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
し
出
す
〈
素
顔
〉
を
介
し
て
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
こ
と
が
人
間
の
正
し
い
あ
り
よ
う
だ
と

い
う
転
倒
が
起
き
る
。
六
〇
年
代
に
流
行
し
て
い
た
自
己
疎
外
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
主
体
と
し
て
の
自
己
が
、
政
治
や
労
働

と
い
っ
た
資
本
主
義
社
会
の
抱
え
る
様
々
な
問
題
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
疎
外
論
の
過
熱

は
一
方
で
、
確
固
た
る
主
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
も
の
が
本
当
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
置
き
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、『
他
人
の
顔
』
は
近
代
的
な
〈
素
顔
〉
の
偏
重
や
内
面
主
義
と
連
動
し
た
疎
外
論
に
通
じ
る

回
路
を
あ
る
程
度
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
も
の
の
、
よ
り
根
本
的
な
疎
外
の
問
題
―
―
人
間
は
他
者
と
い
う
鏡
を
通
し
て
し
か
自

己
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
―
―
を
私
達
に
突
き
つ
け
て
い
る
。

現
に
『
他
人
の
顔
』
の
「
ぼ
く
」
は
、顔
に
損
傷
を
負
っ
た
こ
と
で
、顔
が
本
来
抱
え
て
い
た
自
己
疎
外
性
に
直
面
す
る
。
更
に
、
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そ
の
経
験
は
顔
の
内
面
性
へ
の
懐
疑
を
引
き
起
こ
す
の
だ
。
そ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
ア
ン
リ
・
ブ
ラ
ン
の
「
顔
」
と
い
う
本
に
記
載

さ
れ
た
顔
の
分
類
法
に
着
目
す
る
。
こ
の
分
類
法
は
、
中
心
突
起
型
か
中
心
陥
没
型
か
、
骨
質
か
脂
肪
質
か
と
い
う
項
目
に
沿
っ

て
、顔
を
四
つ
の
基
本
形
に
区
別
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
「
中
心
突
起
型
、骨
質
―
―
鼻
を
中
心
に
、鋭
く
と
が
っ

た
顔
」
を
再
現
す
る
こ
と
を
選
び
、本
物
の
顔
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
リ
ア
ル
な
仮
面
作
り
に
着
手
し
て
い
く
。
こ
こ
で
「
ぼ

く
」
が
参
照
す
る
ブ
ラ
ン
の
分
類
法
は
、
顔
面
を
各
「
個
人
」
と
結
び
つ
け
る
〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
か
ら
離
れ
、
骨
格
や
筋
肉

と
い
っ
た
物
質
的
な
諸
要
素
に
よ
っ
て
顔
を
パ
ー
ツ
ご
と
に
分
け
、
そ
れ
ら
を
パ
タ
ー
ン
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
顔
は

徹
底
的
に
物
と
し
て
扱
わ
れ
、
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
、
様
々
な
角
度
か
ら
撮
ら
れ
、
平
均
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
仮
面
作
り

を
通
し
て
「
ぼ
く
」
が
確
認
す
る
の
は
、
顔
と
は
内
面
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
内
面
と
の
相
関
性
に
お
い
て
こ
そ

顔
は
価
値
を
発
揮
す
る
と
い
う
考
え
方
が
恣
意
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
顔
は
内
面
と
は
無
関
係
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
三
の
共
同
性
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
通
り
、
自
己
へ
の
直
接
的
な
通
路
を
欠
く
者
同
士
が
互
い
の

鏡
に
な
る
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
鏡
と
し
て
の
他
者
の
顔
か
ら
自
己
の
顔
を
想
像
し
、
そ
の
想
像
さ
れ
た
顔
か
ら
他
者
も
ま
た
他

者
自
身
の
顔
を
想
像
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
自
他
は
己
の
存
在
を
措
定
す
る
他
な
い
の
だ
か
ら
、
自
己
と
他
者
と
は
同
一
の
想

像
の
コ
ー
ド
を
な
ぞ
る
こ
と
で
し
か
、自
分
と
い
う
存
在
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
。想
像
の
コ
ー
ド
と
は
、顔
を
常
に「
個

人
」
の
顔
と
し
て
見
る
、
言
い
換
え
れ
ば
「
個
人
」
の
内
部
を
外
部
へ
表
現
し
た
も
の
と
し
て
見
る
、
そ
う
い
っ
た
近
代
的
な
顔

の
解
釈
の
コ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
コ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
で
、
実
際
は
他
者
の
顔
か
ら
想
像
さ
れ
た
自
己
の

顔
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
た
か
も
自
他
は
独
立
し
た
存
在
と
し
て
、
揺
る
ぎ
の
な
い
固
有
の
「
個
人
」
の
顔
を
持
つ
か
の
よ
う

に
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
31
）。
か
く
し
て
顔
の
共
同
性
と
内
面
性
と
が
結
び
つ
く
こ
と
で
、
自
分
の
顔
が
自
分
で
は
見
え
な
い
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と
い
う
、
ご
く
単
純
だ
が
決
定
的
な
疎
外
の
問
題
は
覆
い
隠
さ
れ
る
。

仮
面
作
り
に
乗
り
出
し
た
当
初
、「
ぼ
く
」
は
単
純
に
「
顔
の
穴
を
ふ
さ
ぐ
栓
」
＝
失
っ
た
顔
の
代
わ
り
と
な
る
仮
面
を
求
め

て
い
た
。
し
か
し
、「
深
い
洞
穴
」
と
化
し
た
顔
＝
自
己
疎
外
性
を
む
き
出
し
に
し
た
顔
は
、「
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
顔
を
持
っ

て
い
る
連
中
の
、
あ
の
屈
託
の
な
さ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
よ
う
に
、
顔
の
内
面
性
や
共
同
性
（
を
当
然
の

よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
る
人
々
）
に
対
す
る
懐
疑
を
「
ぼ
く
」
の
中
に
生
み
出
す
。
そ
の
懐
疑
は
や
が
て
、
顔
の
内
面
性
や
共
同

性
を
打
ち
壊
し
、
こ
れ
ま
で
他
者
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
自
己
の
顔
の
所
有
権
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
ど
う
す
る
べ
き
か
と
い

う
問
題
意
識
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
「
ぼ
く
」
は
「
人
間
の
存
在
を
賭
け
た
、
脱
獄
の
試
み
」
と
し
て
の
仮
面

作
り
へ
と
意
識
を
修
正
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
自
己
疎
外
性
・
内
面
性
・
共
同
性
、
こ
の
い
ず
れ
に
も

あ
て
は
ま
ら
ぬ
顔
を
自
ら
の
手
で
作
り
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

３
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
の
果
た
す
役
割

ま
ず
、
覆
面
で
顔
を
隠
す
こ
と
に
つ
い
て
、「
ぼ
く
」
は
「
表
情
を
隠
す
こ
と
で
、
顔
と
心
と
の
関
連
を
断
ち
切
り
、
自
分
を

世
間
的
な
心
か
ら
解
放
す
る
」
効
果
を
見
出
し
て
い
る
。
覆
わ
れ
た
顔
の
醸
し
出
す
不
気
味
さ
は
、「
誰
か
」
を
意
味
す
る
顔
が

消
去
さ
れ
る
＝
自
己
が
匿
名
化
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
外
面
と
内
面
の
連
関
を
覆
面
に
よ
っ
て
断
ち
切
る
こ
と
は
、〈
想
像
す
る

―
想
像
さ
れ
る
〉
顔
の
共
同
関
係
を
他
者
と
結
ぶ
こ
と
の
一
方
的
な
拒
絶
と
な
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
を
取
り
巻
く

様
々
な
規
範
や
し
が
ら
み
が
効
力
を
失
い
、
普
段
の
自
分
な
ら
ば
で
き
な
い
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。「
ぼ
く
」
は
そ

の
よ
う
な
覆
面
の
機
能
に
つ
い
て
、「
仮
面
を
、
通
路
の
拡
大
だ
と
す
れ
ば
、
覆
面
は
通
路
の
遮
断
で
あ
り
、
む
し
ろ
対
立
的
な
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関
係
に
あ
る
は
ず
の
も
の
な
の
だ
」
と
し
て
、
仮
面
と
の
差
異
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、本
物
の
顔
と
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
精
巧
な
「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
、赤
の
他
人
に
な
り
す
ま
す
こ
と
で
、

完
璧
な
ア
リ
バ
イ
を
「
ぼ
く
」
に
約
束
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
そ
の
仮
面
を
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
鎧
」

と
表
現
し
、
そ
の
仮
面
を
被
っ
て
街
を
歩
き
回
っ
た
時
の
解
放
感
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

ぼ
く
は
、名
前
も
、身
分
も
、年
齢
も
な
い
、仮
面
の
陰
に
身
を
ひ
そ
め
、自
分
だ
け
に
保
障
さ
れ
た
自
由
の
安
全
さ
に
、勝
誇
っ

た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
い
た
。
連
中
の
自
由
が
、
磨
り
ガ
ラ
ス
の
自
由
な
ら
、
ぼ
く
の
は
完
璧
な
透
明
ガ
ラ
ス
の
自
由
だ
。

「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
自
己
の
存
在
を
匿
名
化
す
る
点
で
は
覆
面
と
同
じ
効
果
を
果
た
す
が
、
そ
こ
に
「
ぼ
く
」
と
は
似
て
も
似

つ
か
な
い
別
人
の
顔
を
上
書
き
す
る
こ
と
で
、
そ
の
匿
名
化
し
た
痕
跡
ま
で
消
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
が
彼

自
身
の
も
の
と
は
ま
る
で
異
な
る
素
顔
を
装
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
が
仮
面
で
あ
る
こ
と
が
ば
れ
な
い
限
り
は
、「
ぼ
く
」
は

無
制
限
に
行
動
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ど
ん
な
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
仮
面
を
外
し
て
し
ま
え
ば
、「
ぼ
く
」
が
罪
に

問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
「
完
璧
な
透
明
ガ
ラ
ス
の
自
由
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
外
面
と
内

面
の
連
関
を
断
ち
切
り
、
ひ
そ
か
に
〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉
顔
の
共
同
関
係
の
外
に
出
る
こ
と
で
、「
禁
止
の
柵
」
を
乗

り
越
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
。

更
に
、「
ぼ
く
」
が
仮
面
を
作
る
際
に
表
情
筋
の
再
現
に
非
常
な
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
ぼ

く
」
は
「
笑
い
」「
拒
否
」「
不
満
」「
嫌
悪
」
と
い
っ
た
十
二
の
項
目
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
の
表
情
を
一
つ
一
つ
仮
面
の
皺
に
な
じ

ま
せ
る
こ
と
で
、
本
物
の
素
顔
と
見
分
け
の
つ
か
な
い
「
動
く
仮
面
」
を
再
現
す
る
。
そ
こ
に
は
〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉
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顔
の
共
同
関
係
が
自
他
の
表
情
の
読
み
合
い
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
豊
か
な
表
情
を
持
つ
「
ぼ
く
」
の
仮

面
は
、
そ
の
よ
う
な
顔
を
媒
介
と
す
る
人
々
の
連
帯
に
溶
け
込
む
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
素
顔
の
「
ぼ
く
」

は
「
仮
面
の
陰
に
身
を
潜
め
」
他
者
を
一
方
的
に
覗
く
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
は
相
手
の
素
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、

相
手
は
自
分
の
素
顔
を
知
ら
な
い
、
と
い
う
訳
だ
。
そ
れ
は
窃
視
の
快
楽
と
似
て
い
る
。
た
だ
し
、
覗
き
見
と
い
う
行
為
は
〈
見

る
―
見
ら
れ
る
〉
＝
〈
想
像
す
る
ー
想
像
さ
れ
る
〉
顔
の
共
同
関
係
の
外
部
に
お
い
て
、
つ
ま
り
相
手
に
気
付
か
れ
て
い
な
い
こ

と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
、
表
向
き
は
他
者
と
堂
々
と
対
面
し
た
ま
ま
、
実

際
は
損
傷
し
た
素
顔
を
晒
す
こ
と
な
く
「
仮
面
の
陰
」
か
ら
相
手
を
覗
き
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
前
に
身
を
曝
し
た
状
態
で
好

き
勝
手
に
覗
き
見
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
は
、
い
つ
し
か
、
何
で
も
で
き
る
も
う
一
人
の
自
分
に
な
れ
た
よ
う
な
全
能
性
を
「
ぼ

く
」
に
も
た
ら
し
て
い
く
の
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、「
他
人
の
顔
」
を
模
し
た
「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
、〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
と
他
者
と
の
鏡
像
＝
想
像
関
係
に
よ
っ

て
顔
の
自
己
疎
外
性
を
覆
い
隠
す
こ
と
で
結
ば
れ
る
人
々
の
連
帯
の
内
側
に
在
り
な
が
ら
、
そ
の
裏
で
は
「
禁
止
の
柵
」
を
気
に

せ
ず
行
動
す
る
自
由
と
覗
き
見
の
快
楽
を
「
ぼ
く
」
に
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
点
で
、
秩
序
の
内
側
に
在
り
な
が
ら
秩
序
を
揺
る

が
す
力
を
持
っ
て
い
る
。
仮
面
の
も
た
ら
す
そ
の
効
果
を
利
用
す
る
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
は
顔
の
損
傷
に
よ
っ
て
「
覆
面
の
異
形
」

と
い
う
怪
物
的
存
在
へ
と
貶
め
ら
れ
た
自
己
の
存
在
を
、
積
極
的
な
「
誘
惑
者
」
へ
と
変
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に

は
赤
の
他
人
と
し
て
妻
を
誘
惑
し
、
そ
の
不
貞
を
「
仮
面
の
陰
」
か
ら
「
ぼ
く
」
自
身
が
覗
き
見
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
果
た

さ
れ
る
。

同
時
に
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
全
く
の
別
人
に
な
り
す
ま
す
こ
と
で
、〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
＝
外
面
と
内
面
と
の
一
致
を
当
た

り
前
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
き
た
妻
を
始
め
と
す
る
他
者
に
対
し
て
「
見
え
て
い
る
の
は
、
仮
面
だ
け
で
、
真
実
は
直
接
目
に
見
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え
な
い
」
こ
と
、
つ
ま
り
〈
素
顔
〉
と
は
背
後
に
読
ま
れ
る
べ
き
「
内
面
」
を
隠
し
て
い
る
と
い
う
点
で
〈
仮
面
〉
と
同
じ
に
す

ぎ
な
い
こ
と
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
ぼ
く
」
は
「
生
れ
つ
い
た
自
分
の
顔
の
外
に
出
る
」
＝
〈
素
顔
〉

と
い
う
観
念
と
〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉
顔
の
共
同
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
自
己
の
顔
の
外
に
出
る
こ
と
を
目
指

し
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
他
者
の
表
情
を
手
掛
か
り
に
し
て
想
像
す
る
し
か
な
か
っ
た
自
己
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
を
放
棄
し
、

他
者
の
眼
差
し
を
頼
り
に
す
る
こ
と
な
く
、
皮
膚
か
ら
顔
の
造
作
、
そ
し
て
表
情
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
を
自
分
の
手
で
作
り
上

げ
る
と
い
う
点
で
、
顔
の
自
己
疎
外
性
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

４
、
美
容
整
形
と
危
険
な
仮
面

も
っ
と
も
、
顔
を
と
り
変
え
る
こ
と
で
新
し
い
自
分
に
な
る
と
い
う
考
え
は
、
現
代
に
お
い
て
も
は
や
夢
物
語
で
は
な
い
。
そ

の
一
つ
に
「
美
容
整
形
」
の
技
術
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
美
容
整
形
は
別
人
に
な
る
た
め
で
は
な
く
、
自
己
を
補
整
し
よ
り
美
し

く
見
せ
る
た
め
の
技
術
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
し
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
美
容
整
形
の
よ
う
に
顔
面
ご
と
作
り
か
え
て
し
ま
う

も
の
で
も
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
、「
生
れ
つ
い
た
自
分
の
顔
の
外
に
出
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
は
両
者
は
軌
を
一

に
す
る
。
谷
本
菜
穂
は
『
美
容
整
形
と
化
粧
学
』
で
、
二
〇
〇
三
年
〜
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
一
三
六
五
名
を
対
象
に
行
っ
た
美

容
整
形
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
美
容
整
形
を
行
う
女
性
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
現
実
の
他
者
の
反
応
や
鏡
に

映
っ
た
自
己
の
姿
で
は
な
く
、
自
分
が
想
像
し
た
他
者
の
評
価
と
理
想
化
さ
れ
た
自
己
の
姿
で
あ
る
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
れ
は

究
極
的
に
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
近
い
が
、
谷
村
は
そ
こ
に
「
自
ら
の
意
志
で
自
己
を
変
え
て
い
く
強
い
能
動
性
」
を
見
出
し
、
一

定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
（
32
）。
私
達
は
自
分
の
顔
を
自
分
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
生
れ
つ
い
た
自
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分
の
顔
」
は
決
し
て
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
現
実
の
他
者
の
視
線
に
常
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
他
者
の
視
線
や

表
情
、
あ
る
い
は
仕
草
を
手
掛
か
り
に
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
そ
の
よ
う
な
曖
昧
で
受
動
的
な
自
己
の
顔
の

あ
り
方
を
な
ん
と
か
し
て
変
え
た
い
と
い
う
欲
望
が
、
美
容
整
形
と
い
う
技
術
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
美
容
整
形
が
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は
一
八
九
六
年
の
美
甘
光
太
郎
に
よ
る
重
瞼
術
が
そ
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る

が
、
戦
時
中
は
形
成
外
科
に
よ
る
顔
面
の
再
建
が
優
先
さ
れ
、
美
容
整
形
と
い
う
名
で
一
般
に
浸
透
し
て
く
る
の
は
戦
後
、
そ
れ

も
一
九
五
〇
年
代
を
境
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
か
ら
は
「
君
知
る
や　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
外
科
」（『
オ
ー
ル
読
物
』、

一
九
五
〇
年
十
一
月
号
）、「
特
集
科
学
界
ト
ピ
ッ
ク
ス　

１　

整
形
外
科
の
美
顔
術
」（『
週
刊
朝
日
』、
一
九
五
一
年
十
一
月

二
十
五
日
）
と
い
っ
た
か
た
ち
で
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
美
容
外
科
学
会
理
事
の
塩
谷
信
行
は
、
こ
の
頃
全
国
で
美

容
整
形
を
名
乗
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
お
そ
ら
く
百
を
超
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
回
想
し
て
い
る
（
33
）。
こ
の
よ
う
な
美
容
整
形

の
一
大
ブ
ー
ム
は
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
り
人
々
の
生
活
が
格
段
に
裕
福
に
な
っ
た
こ
と
で
、「
よ
り
美
し
く
な
り
た
い
」
と
い

う
豊
か
な
生
へ
の
欲
望
が
肯
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
美
容
整
形
の
流
行
に
対
し
て
、田
中
澄
江
は
「
整
形
美
容
は
人
間
の
敗
北　

心
か
ら
に
じ
む
表
情
の
美
し
さ
」（『
週

刊
読
売
』、一
九
五
六
年
九
月
十
六
日
）
で
、真
の
美
し
さ
は
内
面
か
ら
滲
む
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
三
島
由
紀
夫
も
「〈
美

容
整
形
〉
こ
の
神
を
も
恐
れ
ぬ
も
の
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』、
一
九
六
五
年
三
月
二
十
一
日
）
で
、「
精
神
の
こ
と
な
ん
か
置
き
ざ

り
に
し
て
、
外
面
だ
け
美
し
く
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
人
類
の
抱
く
一
等
浅
は
か
な
考
え
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
の
考
え

方
の
根
底
に
は
、
外
面
よ
り
内
面
を
優
先
さ
せ
な
が
ら
も
、
両
者
に
相
関
関
係
を
見
出
す
〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
が
あ
る
。
近
代

に
入
る
と
自
己
と
顔
と
の
関
係
が
〝W

hat I am

〞
か
ら
〝W

hat I have
〞
の
関
係
に
な
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
は

国
民
国
家
の
成
り
立
ち
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
顔
や
身
体
に
ど
れ
だ
け
加
工
が
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
帰
属
す
る
先
の
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ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
さ
え
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
国
家
は
依
然
と
し
て
各
個
人
を
管
理
で
き
る
。
だ
が
、〈
わ
た
し
〉
と
い
う
存

在
の
あ
り
か
が
目
に
見
え
る
も
の
で
な
い
以
上
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
は
〈
素
顔
〉
と
い
う
観

念
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
免
許
証
や
保
険
証
に
登
録
す
る
た
め
の
〈
素
顔
〉
が
あ
り
、
そ
の
〈
素
顔
〉
が
個
人
に
と
っ
て
唯

一
性
と
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
言
説
の
上
に
近
代
国
家
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
民
も
ま
た
そ
の
制
度
に
依

存
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
田
中
や
三
島
の
美
容
整
形
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
枠
内
に
お
い
て
こ
そ
効
力
を
発

揮
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
権
力
に
従
属
す
る
言
説
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
顔
の
向
こ
う
側
に
内
面
を
読
み
取
る
考
え
方
を
否
定
す
る
『
他
人
の
顔
』
の
「
ぼ
く
」
は
そ
う
で
は
な
い
。「
ぼ
く
」

は
「
自
分
用
の
と
同
じ
く
ら
い
精
巧
な
仮
面
」
が
世
間
に
普
及
し
た
場
合
を
想
定
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

身
分
証
明
書
は
役
に
立
た
な
く
な
り
、
手
配
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
写
真
も
無
効
に
な
り
、
見
合
い
写
真
も
破
っ
て
捨
て
ら
れ
る
。

見
知
っ
て
い
る
者
と
、
見
知
ら
ぬ
者
と
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
り
、
ア
リ
バ
イ
の
観
念
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

誰
も
が
「
誰
で
も
な
い
者
」
に
な
れ
る
可
能
性
を
持
つ
世
界
、
そ
れ
が
「
ぼ
く
」
の
仮
面
が
普
及
し
た
世
界
で
あ
る
。
素
顔
と

見
分
け
が
つ
か
な
い
上
に
何
度
で
も
取
り
換
え
可
能
な
仮
面
は
、
美
容
整
形
を
繰
り
返
す
顔
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
現
実
に

は
美
容
整
形
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、
皮
膚
の
硬
化
や
合
併
症
の
発
症
な
ど
の
様
々
な
リ
ス
ク
を
伴
う
。
が
、「
プ
チ
整
形
」
と
い

う
言
葉
の
流
行
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
技
術
が
発
達
す
る
に
つ
れ
、
美
容
整
形
を
気
軽
に
行
う
人
や
リ
ピ
ー
タ
ー
が
増
え
て

き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
美
容
整
形
へ
の
抵
抗
感
が
減
り
、
誰
も
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
感
覚
で
顔
を
取
り
換

え
る
よ
う
に
な
っ
た
時
―
―
「
ぼ
く
」
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
た
え
ず
新
し
い
仮
面
を
追
い
求
め
る
習
慣
が
日
常
化
」
し
た
時
―
―
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そ
こ
で
は
確
か
に
国
家
が
各
個
人
を
管
理
す
る
た
め
の
〈
素
顔
〉
と
い
う
制
度
は
無
効
化
し
、「
ア
リ
バ
イ
の
観
念
そ
の
も
の
が

崩
壊
」
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
。

一
九
七
八
年
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
仮
面
の
情
事
』（
原
題
『T

he Plastic N
ightm

are

』）
は
、

事
故
に
よ
っ
て
記
憶
を
失
っ
た
主
人
公
が
、
外
科
手
術
に
よ
っ
て
顔
を
別
人
に
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
サ
ス
ペ
ン
ス
小

説
で
あ
る
（
34
）。
そ
の
顔
の
元
々
の
所
有
者
で
あ
る
男
の
妻
は
、
殺
し
た
夫
の
顔
を
主
人
公
に
移
植
す
る
こ
と
で
、
完
璧
な
ア
リ

バ
イ
を
手
に
入
れ
る
。
偽
の
妻
の
仕
掛
け
た
策
略
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は
記
憶
ま
で
も
人
為
的
に
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
彼

女
に
対
し
て
疑
惑
を
募
ら
せ
て
い
く
主
人
公
の
語
り
を
通
し
て
、
顔
の
喪
失
が
自
己
の
喪
失
へ
と
そ
の
ま
ま
結
び
つ
く
恐
怖
を
描

い
て
い
る
点
で
は
『
他
人
の
顔
』
と
共
通
し
て
い
る
が
、『
仮
面
の
情
事
』
は
主
人
公
が
記
憶
を
取
り
戻
す
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て

い
る
。
小
野
俊
太
郎
は
「
ニ
ー
リ
ー
は
ミ
ス
テ
リ
ー
の
定
道
で
あ
る
読
者
を
あ
ざ
む
く
た
め
の
「
偽
の
解
決
＝
偽
の
物
語
」
を
「
仮

面
＝
他
人
の
顔
」
へ
と
背
負
わ
せ
る
こ
と
で
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
本
物
の
顔
と
つ
な
が
る
物
語
こ
そ
が
本
物
の
解
決
で
あ
る
と

示
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
35
）。
そ
の
点
に
お
い
て
、『
仮
面
の
情
事
』
は
〈
素
顔
〉
の
喪
失
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の

揺
ら
ぎ
を
描
い
て
い
る
も
の
の
、〈
素
顔
〉
／
〈
仮
面
〉
＝
真
／
偽
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
を
崩
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ラ
ス
ト
で
失
わ
れ
た
顔
に
基
づ
く
記
憶
を
主
人
公
に
取
り
戻
さ
せ
る
こ
と
で
、〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
を
強
化

す
る
役
割
さ
え
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
『
他
人
の
顔
』
の
結
末
で
は
、
妻
に
正
体
を
見
破
ら
れ
た
「
ぼ
く
」
は
、
空
気
拳
銃
を
手
に
路
地
裏
へ
と
身
を
潜

め
る
。『
仮
面
の
情
事
』
の
主
人
公
が
自
己
の
顔
と
「
仮
面
＝
他
人
の
顔
」
を
無
理
や
り
取
り
替
え
ら
れ
た
被
害
者
で
あ
る
の
に

対
し
、「
ぼ
く
」
は
「
こ
う
す
る
以
外
に
、素
顔
に
打
ち
克
つ
道
は
な
い
の
だ
か
ら
、仕
方
が
な
い
」
と
し
て
、「
仮
面
＝
他
人
の
顔
」

を
利
用
し
て
通
り
魔
と
な
る
こ
と
を
選
ぶ
。「
だ
が
、
こ
の
先
は
、
も
う
決
し
て
書
か
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
書
く
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と
い
う
行
為
は
、
た
ぶ
ん
、
何
事
も
起
ら
な
か
っ
た
場
合
だ
け
に
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
『
他
人
の
顔
』
の
結
末
は
、

物
語
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
喪
失
と
い
う
問
題
に
対
し
安
易
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
を
一
切
拒
否
し
て

い
る
。

ふ
つ
う
、
美
容
整
形
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
他
者
に
不
快
感
を
与
え
か
ね
な
い
自
分
の
顔
を
訂
正
す
る
こ
と
で
、
積
極

的
に
社
会
に
参
画
し
て
い
く
意
志
の
表
れ
と
し
て
み
な
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
点
で
美
容
整
形
は
犯
罪
者
が
逃
亡
や
ア
リ
バ

イ
作
り
の
た
め
に
別
人
の
顔
に
加
工
す
る
こ
と
と
は
一
線
を
画
す
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
両
者
に
差
異
は
本
当
に
あ

る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
そ
の
よ
う
な
「
禁
止
の
柵
」

の
恣
意
性
を
暴
き
出
し
、〈
素
顔
〉
／
〈
仮
面
〉
＝
真
／
偽
と
い
う
概
念
的
分
割
を
不
確
か
な
も
の
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態

に
対
し
て
、
国
家
は
仮
面
に
法
的
な
規
制
を
与
え
る
こ
と
で
対
処
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
で
も
仮
面
を
利
用
し
た
犯
罪
は
後
を

絶
た
ず
、
い
ず
れ
国
家
の
存
続
自
体
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
「
ぼ
く
」
は
言
う
。

六
〇
年
代
の
疎
外
論
の
流
行
が
、
全
共
闘
運
動
の
よ
う
に
近
代
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
深
層
の
共
同
性
の
回
復
を
試
み
る
動
き

と
絡
ん
で
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、こ
う
し
た
現
象
と
並
行
し
て
、人
々
の
間
で
は
無
自
覚
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
広
が
っ

て
い
た
。
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩
壊
し
、全
国
の
生
活
様
式
や
文
化
が
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
「
画
一
化
」
す
る
に
従
っ
て
、

人
々
は
か
つ
て
の
共
同
体
に
お
け
る
「
村
人
」
に
代
わ
っ
て
「
日
本
人
」
と
い
う
連
帯
を
結
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
（
36
）。
知
識

人
の
中
で
も
、
古
代
以
来
の
既
成
事
実
を
指
す
言
葉
と
し
て
「
単
一
民
族
（
国
家
）」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

例
え
ば
一
九
六
一
年
に
は
経
済
学
者
の
小
泉
信
三
が
「
ロ
シ
ア
や
シ
ナ
」
と
対
比
し
「
日
本
国
民
と
言
う
も
の
が
幸
い
に
も
こ
れ

と
は
違
っ
て
か
く
単
一
同
質
」
で
あ
る
と
強
調
し
（
37
）、
三
島
由
紀
夫
は
一
九
八
六
九
年
の
「
文
化
防
衛
論
」
で
、「
日
本
は
世

界
に
も
稀
な
る
単
一
民
族
単
一
言
語
の
国
」
で
あ
る
と
し
た
（
38
）。



安部公房『他人の顔』論

173

だ
が
、『
他
人
の
顔
』
で
は
こ
う
し
た
流
れ
と
は
全
く
逆
に
、
赤
の
他
人
に
な
り
す
ま
す
「
ぼ
く
」
の
仮
面
が
あ
れ
ば
、
国
家

に
解
体
の
危
機
を
も
た
ら
す
可
能
性
さ
え
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
顔
の
自
己
疎
外
性
を
克
服
す
る
こ
と
を
追
求
し
た
結
果
、「
ぼ

く
」
の
仮
面
は
国
家
の
危
機
さ
え
呼
び
起
こ
し
か
ね
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
は
現
代
に
お
け
る
危
険
な
美
容
整

形
の
先
取
り
に
近
い
。
例
え
ば
、
国
際
化
す
る
テ
ロ
活
動
や
移
民
問
題
に
対
し
て
、
先
進
国
で
は
指
紋
や
虹
彩
、
は
た
ま
た
顔
の

骨
格
ま
で
も
ス
キ
ャ
ン
す
る
生
体
認
証
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
監
視
の
目
を
強
め
て
い
る
（
39
）。
だ
が
、
近
い
将
来
、

美
容
整
形
が
骨
格
ま
で
加
工
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
れ
ば
、
犯
罪
者
や
テ
ロ
リ
ス
ト
を
捕
ま
え
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な
る

だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
『
他
人
の
顔
』
は
、
加
工
さ
れ
る
顔
が
共
同
体
の
脅
威
と
な
る
様
子
を
、
当
時
の
最
先
端
の
技
術
を
取
り
入

れ
て
描
く
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
現
代
で
も
重
要
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
（
40
）。『
他
人
の
顔
』
で
描
か
れ
る
自
己

の
疎
外
と
加
工
さ
れ
た
顔
の
問
題
は
、
現
代
社
会
が
直
面
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

５
、
素
顔
か
仮
面
か
―
―
『
他
人
の
顔
』
で
描
か
れ
る
ア
ポ
リ
ア
―
―

前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
赤
の
他
人
に
な
り
す
ま
す
こ
と
で
、
法
律
や
監
視
の
目
を
か
い
く
ぐ
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
〈
素
顔
〉
と
い
う
制
度
に
支
え
ら
れ
た
国
家
を
無
効
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
不
穏
な
も
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
仮
面
の
効
果
は
所
有
者
に
全
能
性
を
も
た
ら
す
。「
仮
面
の
ア
リ
バ
イ
は
完
璧
で
あ
り
、
約
束
し
て
く
れ

て
い
る
自
由
は
、
無
尽
蔵
」
だ
と
言
う
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
は
そ
の
全
能
性
の
虜
に
な
る
。
や
が
て
「
ぼ
く
」
は
顔
の
自
己
疎
外

性
を
克
服
す
る
こ
と
よ
り
も
、「
生
存
の
目
的
と
は
、
お
そ
ら
く
自
由
を
消
費
す
る
こ
と
な
の
だ
」
と
し
て
、
仮
面
の
も
た
ら
す

自
由
を
謳
歌
す
る
こ
と
が
本
来
の
目
的
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。〈
素
顔
〉
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
人
々
を
管
理
す
る
国
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家
の
あ
り
よ
う
を
批
判
し
た
り
、〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉
顔
の
擬
似
的
連
帯
の
排
他
性
を
指
摘
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
仮
面
に
よ
る
完
璧
な
ア
リ
バ
イ
を
手
に
し
た
ま
ま
、
勝
手
気
ま
ま
に
振
る
舞
う
快
感
を
享
受
す
る

方
向
へ
と
傾
い
て
い
く
の
だ
。
そ
れ
は
、
妻
を
誘
惑
す
る
こ
と
で
彼
女
に
〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
が
い
か
に
頼
り
な
い
も
の
か
を

教
え
る
と
い
う
当
初
の
目
的
を
超
え
て
、
世
間
の
女
性
に
対
す
る
痴
漢
的
な
欲
望
を
目
覚
め
さ
せ
る
過
程
と
も
照
応
し
て
い
る
。

だ
が
一
方
で
、『
他
人
の
顔
』
で
は
そ
の
よ
う
な
仮
面
を
扱
う
こ
と
の
難
し
さ
や
限
界
も
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は

仮
面
と
素
顔
の
「
ぼ
く
」
と
の
人
格
の
ズ
レ
と
し
て
現
れ
る
。
例
え
ば
、「
ぼ
く
」
は
偶
然
立
ち
寄
っ
た
玩
具
店
で
空
気
拳
銃
を

購
入
し
た
際
に
「
こ
れ
で
は
話
が
違
う
…
…
ぼ
く
は
た
だ
、
自
分
の

復
に
手
を
貸
し
て
く
れ
と
頼
ん
だ
だ
け
な
の
だ
…
…
好
き

勝
手
を
し
て
く
れ
と
頼
ん
だ
こ
と
な
ど
、
一
度
だ
っ
て
あ
り
は
し
な
い
…
…
そ
ん
な
、
ピ
ス
ト
ル
な
ん
か
持
っ
て
、
一
体
ぼ
く
は

な
に
を
仕
出
か
そ
う
と
い
う
の
だ
…
…
」
と
、
仮
面
の
発
揮
す
る
暴
力
性
に
怖
気
づ
く
。
両
者
の
人
格
の
ズ
レ
は
、
妻
が
あ
っ
さ

り
と
仮
面
の
誘
い
に
乗
っ
た
こ
と
で
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
妻
へ
の
不
信
感
と
仮
面
へ
の
嫉
妬
心
に
苦
し
む
「
ぼ
く
」
は
「
自

分
と
仮
面
と
が
、
こ
こ
ま
で
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
我
慢
の
な
ら
な
い
荒
廃
し
た
も
の
」
を
感
じ
る
の
だ
。

結
局
、「
ぼ
く
」
は
「
三
者
合
意
の
う
え
で
、
こ
の
三
角
関
係
を
清
算
す
る
」
こ
と
を
選
ぶ
。
そ
こ
で
選
ば
れ
た
方
法
が
、
妻

に
宛
て
て
一
切
を
告
白
し
た
手
記
を
書
き
残
す
こ
と
で
あ
っ
た
。《
灰
色
の
ノ
ー
ト
》
の
結
末
で
は
、
仮
面
と
素
顔
の
「
ぼ
く
」

の
人
格
の
ズ
レ
に
つ
い
て
、「
顔
が
在
っ
た
も
の
で
は
な
く
、作
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
る
と
、ぼ
く
も
仮
面
を
つ
く
っ
た
つ
も
り
で
、

実
は
仮
面
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
あ
れ
こ
そ
が
ぼ
く
の
素
顔
で
、
素
顔
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
仮
面
だ
っ
た
と
い
う
よ

う
な
こ
と
も
…
…
」
と
、
仮
面
の
破
壊
的
な
性
質
が
元
々
「
ぼ
く
」
の
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
だ
が
、

仮
面
の
人
格
を
本
物
の
〈
素
顔
〉、「
素
顔
だ
と
思
っ
て
い
た
」
人
格
を
偽
り
の
〈
仮
面
〉
と
み
な
し
て
い
る
点
で
、「
ぼ
く
」
は
〈
素

顔
〉
／
〈
仮
面
〉
＝
真
／
偽
と
い
う
二
項
対
立
の
枠
に
再
び
陥
っ
て
い
る
。
結
局
、〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
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を
目
指
し
な
が
ら
、そ
の
観
念
に
最
も
縛
ら
れ
て
い
た
の
は
「
ぼ
く
」
自
身
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
こ
こ
で
分
か
っ
て
く
る
の
だ
。

そ
れ
は
、「
ぼ
く
」
に
「
疚
し
さ
の
影
さ
え
見
せ
ず
」
仮
面
と
の
浮
気
を
続
け
る
妻
に
対
し
て
、「
誘
惑
者
を
逆
に
誘
惑
し
、
痴
漢

を
自
虐
に
ま
み
れ
さ
せ
、
け
っ
し
て
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
お
ま
え
は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の
だ
？
」
と
、
そ
の
外
面
か
ら
内
面

が
伺
え
な
い
こ
と
に
恐
怖
感
を
抱
い
て
い
る
姿
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。『
他
人
の
顔
』
の
本
文
が
「
ぼ
く
」
の
書
き
記
す
三

冊
の
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
構
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
世
界
観
は
〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
や
内
面
主
義
か

ら
必
ず
し
も
解
き
放
た
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、そ
こ
に
は
批
判
的
な
視
点
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、《
灰
色
の
ノ
ー

ト
》に
挿
入
さ
れ
た〈
妻
の
手
紙
〉に
よ
っ
て
、「
ぼ
く
」が
激
し
く
批
判
さ
れ
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

《
灰
色
の
ノ
ー
ト
》
の
最
後
に
、「
ぼ
く
」
は
妻
に
宛
て
て
「
こ
の
先
、
ぼ
く
ら
が
何
処
へ
行
く
の
か
は
、
知
ら
な
い
が
、
ま
だ

話
し
合
っ
て
み
る
余
地
く
ら
い
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
だ
」
と
書
き
記
す
が
、
手
紙
の
中
で
妻
は
「
あ
な
た
に
必
要
な

の
は
、
私
で
は
な
く
て
、
き
っ
と
鏡
な
の
で
す
。
ど
ん
な
他
人
も
、
あ
な
た
に
と
っ
て
は
、
い
ず
れ
自
分
を
映
す
鏡
に
す
ぎ
な
い

の
で
す
か
ら
」
と
、
彼
と
の
対
話
を
真
っ
向
か
ら
拒
否
す
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
自
己
の
顔
が
見
え
な
い
私
達
は
、
他
者
の
表

情
を
鏡
と
し
て
自
己
の
顔
の
様
態
を
想
像
す
る
他
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
共
謀
関
係
を
通
し
て
し
か
自
己
は
自
己
自
身
に
近
づ

け
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
想
像
の
元
と
な
る
他
者
の
反
応
自
体
が
、
実
は
自
己
の
想
像
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
い
が
持
ち
上
が
る
。
つ
ま
り
、
私
達
が
見
て
い
る
の
は
実
は
他
者
で
は
な
く
、
そ
こ
に
映
さ
れ
た
自
己
の
表
情
な
の
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
で
は
他
者
に
対
す
る
ど
ん
な
呼
び
か
け
も
自
己
へ
の
独
白
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
連
の
「
仮
面
劇
」
に
対
す
る
妻
の
理
解
を
求
め
て
ノ
ー
ト
を
書
き
始
め
た
筈
の
「
ぼ
く
」
が
、「
い
つ
か
ぼ
く
は
、
書
く
こ
と

自
体
に
生
き
が
い
を
感
じ
は
じ
め
、
何
時
ま
で
で
も
こ
う
し
て
、
書
き
つ
づ
け
て
い
た
い
と
さ
え
思
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
」
と
し
て
、

書
く
と
い
う
行
為
を
自
己
目
的
化
す
る
過
程
と
照
応
し
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
妻
に
対
し
て
語
り
か
け
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
そ
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こ
に
い
る
の
は
現
実
の
妻
で
は
な
く
、「
ぼ
く
」
の
告
白
を
黙
っ
て
受
け
入
れ
て
く
れ
る
想
像
上
の
妻
な
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
に

必
要
な
の
は
、
私
で
は
な
く
て
、
き
っ
と
鏡
な
の
で
す
」
と
い
う
妻
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉
関

係
を
介
し
た
「
ぼ
く
」
の
独
善
性
を
批
判
す
る
も
の
だ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、『
他
人
の
顔
』
は
「
ぼ
く
」
が
〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
か
ら
脱
し
切
れ
て
い
な
い
こ
と
、
更
に
〈
妻
の
手
紙
〉

を
通
し
て
「
ぼ
く
」
の
中
の
独
善
性
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
で
、
妻
に
正
体
を
見
破
ら
れ
た
上
に
去
ら
れ
る
と
い
う
「
ぼ
く
」
の
虚

し
い
末
路
を
当
然
の
結
果
と
し
て
描
い
て
い
る
。「
そ
ん
な
、鏡
の
砂
漠
な
ん
か
に
、私
は
二
度
と
引
返
し
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
」

と
い
う
絶
縁
状
に
等
し
い
妻
の
言
葉
は
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
の
全
能
性
を
消
し
去
る
。
ノ
ー
ト
の
中
で
は
「
人
間
の
存
在
を
賭
け
た
、

脱
獄
の
試
み
」
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
仮
面
は
、〈
妻
の
手
紙
〉
が
そ
の
合
間
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、結
局
仮
面
を
被
っ
て
も
「
良

い
こ
と
も
、
悪
い
こ
と
も
、
何
一
つ
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
一
人
の
男
の
「
た
わ
い
も
な
い
一
種
の
茶
番
劇
」
の
道
具
と

し
て
卑
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、『
他
人
の
顔
』
の
構
造
自
体
が
、
仮
面
の
全
能
性
を
提
示
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を

相
対
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
（
41
）。

で
は
、
妻
の
批
判
の
眼
目
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。「
顔
は
人
間
同
士
の
通
路
だ
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
税
関
の
役
人
み
た
い
に
、

自
分
の
扉
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
、巻
貝
の
よ
う
な
あ
な
た
」
と
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
、妻
が
何
よ
り
許
せ
な
か
っ
た
の
は
、「
ぼ

く
」
が
顔
の
自
己
疎
外
性
・
内
面
性
・
共
同
性
を
克
服
す
る
と
い
う
自
ら
の
目
的
の
た
め
だ
け
に
、
仮
面
を
被
っ
て
妻
を
騙
そ
う

と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
妻
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
仮
面
と
は
自
分
の
た
め
に
被
る
も
の
で
は
な
く
「
愛
す
る
者
の
た
め
に
、
仮
面

を
か
ぶ
る
努
力
」
を
す
る
も
の
だ
と
言
う
。〈
素
顔
〉
が
読
ま
れ
る
べ
き
内
面
を
隠
し
て
い
る
点
で
〈
仮
面
〉
に
他
な
ら
な
い
こ

と
は
既
に
述
べ
た
が
、妻
の
言
葉
に
は
「
ぼ
く
」
の
仮
面
と
は
異
な
る
、も
う
一
つ
の
〈
素
顔
〉
と
い
う
〈
仮
面
〉
を
、そ
れ
が
〈
仮

面
〉
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
も
、社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
は
被
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
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だ
が
、
結
局
そ
れ
は
、
外
面
を
内
面
に
従
属
さ
せ
、〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉
顔
の
共
同
性
へ
、
妻
が
批
判
し
た
独
善
的
な

関
係
性
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、「
妻
と
男
の
論
理
の
弁
証
が
、言
わ
ば
「
合
わ
せ
鏡
」
に
す
ぎ
な
い
」

こ
と
を
指
摘
し
た
佐
藤
泰
正
の
見
解
は
正
し
い
（
42
）。
た
だ
し
、「
お
ま
え
は
、
仮
面
の
必
要
を
認
め
て
も
、
決
し
て
禁
止
を
犯

し
た
り
し
な
い
、家
畜
化
さ
れ
た
仮
面
に
つ
い
て
だ
け
だ
っ
た
の
だ
」
と
し
て
、「
家
畜
化
さ
れ
た
仮
面
」
＝
〈
素
顔
〉
と
い
う
〈
仮

面
〉
の
必
要
性
し
か
認
め
よ
う
と
し
な
い
妻
に
「
ぼ
く
」
が
疑
問
を
呈
す
る
よ
う
に
、
妻
の
論
理
が
必
ず
し
も
正
し
い
も
の
で
は

な
い
こ
と
は
『
他
人
の
顔
』
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
妻
の
考
え
方
に
抵
抗
す
る
た
め
に
、「
ぼ
く
」
を
再
び
仮
面
を
手
に
す
る
。「
だ
が
、
今
度
か
ら
は
、
気
を
つ
け
る

が
い
い
。
今
度
、お
前
を
襲
う
の
は
、野
獣
の
よ
う
な
仮
面
な
の
で
あ
る
」
と
「
ぼ
く
」
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、こ
こ
で
「
ぼ
く
」

の
仮
面
は
「
野
獣
の
よ
う
な
仮
面
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。
こ
こ
で
の
変
貌
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
に

頼
る
こ
と
を
今
度
こ
そ
完
全
に
放
棄
し
、〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉顔
の
共
同
体
に
背
を
向
け
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
空
想
の
中
だ
け
で
仮
面
の
全
能
性
を
楽
し
む
の
で
は
な
く
、実
際
に
「
野
獣
の
よ
う
な
仮
面
」
を
使
っ
て
「
掟

破
り
」
と
い
う
「
行
為
に
よ
っ
て
現
状
を
打
開
す
る
」
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
「
素
顔
に
打
ち
克
つ
」
道
だ
と
「
ぼ
く
」
は
考
え
る

の
だ
。

こ
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
行
動
に
対
し
て
、
従
来
の
『
他
人
の
顔
』
研
究
で
は
否
定
的
な
見
方
が
多
い
。
例
を
挙
げ
る
と
、
福

島
章
は
「
自
分
の
中
の
「
叫
び
」
を
み
つ
め
る
こ
と
も
、「
他
者
存
在
の
心
」
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
も
諦
め
」
た
「
ぼ
く
」

の
姿
は
、
他
者
に
過
剰
な
期
待
を
抱
く
「
甘
え
」
で
し
か
な
い
と
批
判
し
（
43
）、
佐
藤
泰
正
は
「
主
人
公
が
再
び
取
り
上
げ
る
仮

面
は
、
も
は
や
「
仮
面
」
な
ら
ぬ
覆
面
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
「
仮
面
」
の
思
想
な
ら
ぬ
、「
仮
面
」
の
機
能
の
、
無
残
な
末
路
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
44
）。
だ
が
、「
ぼ
く
」
が
再
び
被
る
こ
と
に
な
る
仮
面
を
、「
甘
え
」
や
「
無
残
な
末
路
」
と
い
っ
た
よ
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う
に
、
矮
小
な
も
の
と
し
て
の
み
語
る
こ
と
は
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
の
持
つ
危
険
性
を
無
意
識
に
隠
蔽
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ

れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
は
〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
の
範
疇
に
収
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が

ら
、
実
際
に
は
「
仮
面
の
陰
」
か
ら
他
者
を
一
方
的
に
覗
き
見
る
こ
と
、
ま
た
私
達
を
取
り
巻
い
て
い
る
様
々
な
規
範
や
し
が
ら

み
を
無
視
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉
顔
の
共
同
体
の
中
で
生
き
る
他

者
よ
り
も
優
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
他
者
の
眼
差
し
を
頼
り
に
す
る
こ
と
な
く
、
皮
膚
か

ら
顔
の
造
作
、
細
部
の
表
情
に
至
る
ま
で
、
一
か
ら
自
分
自
身
の
手
で
創
造
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
顔
が
自
分
で
は
見
え
な

い
と
い
う
顔
の
持
つ
根
本
的
な
自
己
疎
外
性
を
克
服
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
仮
面
は
所
有
者
の
「
ぼ

く
」
に
あ
る
種
の
暴
力
性
を
纏
っ
た
全
能
感
を
も
た
ら
す
と
共
に
、〈
素
顔
〉
と
い
う
制
度
を
無
効
化
す
る
こ
と
で
、
国
家
に
解

体
の
危
機
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
仮
面
の
持
つ
複
雑
な
多
面
性
を
描
き
出

す
こ
と
が
『
他
人
の
顔
』
の
主
眼
な
の
で
あ
っ
て
、「
だ
が
、
こ
の
先
は
、
も
う
決
し
て
書
か
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

書
く
と
い
う
行
為
は
た
ぶ
ん
、
何
事
も
起
ら
な
か
っ
た
場
合
だ
け
に
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
下
り
は
、「
ぼ
く
」
の

仮
面
の
破
壊
性
を
示
唆
し
た
上
で
、
な
お
結
末
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
で
、
読
者
の
心
に
あ
る
問
い
か
け
を
与
え
て

い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
の
仮
面
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
時
、
私
達
は
一
体
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
自
分
の
顔
が
自
分
で
は
見
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
六
〇
年
代
に
起
き
た
疎
外
論
の
ブ
ー
ム
が
と
う
に
過
ぎ
去
っ
た
現

代
で
も
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
自
己
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。〈
素
顔
〉
と
い
う
観
念
と
〈
想
像
す
る
―
想
像
さ
れ
る
〉
顔
の
共

同
性
に
よ
っ
て
顔
の
自
己
疎
外
性
を
覆
い
隠
す
こ
と
で
、
顔
を
媒
介
と
す
る
擬
似
的
連
帯
を
こ
れ
か
ら
も
他
者
と
築
い
て
い
く
べ

き
な
の
か
。
そ
れ
と
も
自
己
の
疎
外
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
国
家
や
家
庭
と
い
っ
た
共
同
体
に
背
を
向
け
て
で
も
、「
ぼ
く
」

の
よ
う
に
仮
面
を
被
っ
て
生
き
る
べ
き
な
の
か
。
前
者
を
と
れ
ば
独
善
性
の
壁
に
つ
き
あ
た
り
、
後
者
を
と
れ
ば
自
ら
の
自
由
の
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た
め
に
他
者
を
犠
牲
に
す
る
、
ま
さ
し
く
「
怪
物
」
的
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
本
物
の
〈
素
顔
〉
と
偽
り
の
〈
仮
面
〉

と
い
う
二
項
対
立
に
は
決
し
て
回
収
し
き
れ
な
い
解
決
困
難
な
問
い
で
あ
る
（
45
）。『
他
人
の
顔
』
は
そ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を

私
達
に
突
き
つ
け
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
現
代
に
お
い
て
な
お
色
褪
せ
な
い
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

付
記

『
他
人
の
顔
』（
単
行
本
版
）
の
引
用
は
『
安
部
公
房
全
集
18
』（
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
三
月
）
に
よ
っ
た
。

注
（
１
）  

奥
野
健
男
「
現
代
文
学
の
基
軸
―
―
虚
数
の
有
効
性
」（『
文
学
界
』、
一
九
六
五
年
三
月
）

（
２
）  

福
島
章
「
他
人
の
顔
に
つ
い
て
の
散
文
的
メ
モ
」（『
ユ
リ
イ
カ
』、
一
九
七
六
年
三
月
）

（
３
）  

北
川
耕
「『
壁
』
の
中
の
実
存
と
転
向
（
下
）
―
―
安
部
公
房
の
世
界
」（『
民
主
文
学
』、
一
九
七
二
年
二
月
）

（
４
）  

高
山
鉄
男
「
安
部
公
房
に
お
け
る
仮
面
の
思
想
」（『
国
文
学
』、
一
九
七
二
年
九
月
）

（
５
）  

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
、
安
西
徹
雄
訳
『
疎
外
の
構
図
』（
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
六
月
）

（
６
）  

（
５
）
に
同
じ
。

（
７
）  

マ
ル
ク
ス
、
城
塚
登
・
田
中
吉
六
共
訳
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
三
月
）

（
８
）  

フ
リ
ッ
ツ
・
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
栗
田
賢
三
訳
『
近
代
人
の
疎
外
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
七
月
）

（
９
）  

出
版
年
鑑
編
集
部
『
出
版
年
鑑
』（
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
）
の
一
九
六
一
年
〜
一
九
七
三
年
版
ま
で
を
参
考
に
し
た
。

（
10
）  

北
川
隆
吉
編
『
現
代
社
会
学
講
座
Ⅵ　

疎
外
の
社
会
学
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
十
二
月
）

（
11
）  

（
７
）
に
同
じ
。

（
12
）  

小
熊
英
二
『〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
十
月
）

（
13
）  

柄
谷
行
人
編
『
近
代
日
本
の
批
評
Ⅱ　

昭
和
篇
下
』（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
十
一
月
）
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（
14
）  

磯
田
光
一
「
無
国
籍
者
の
視
点
―
―
安
部
公
房
論
」（『
文
学
界
』、
一
九
六
六
年
五
月
）

（
15
）  

高
山
鉄
男
「
安
部
公
房
論
―
―
他
者
か
ら
の
逃
亡
」（『
自
由
』、
一
九
七
二
年
二
月
）

（
16
）  

安
部
は
エ
ッ
セ
イ
「
隣
人
を
超
え
る
も
の
」（『
現
代
芸
術
と
伝
統
』、
一
九
六
六
年
十
二
月
）
で
、
血
縁
や
地
縁
に
よ
る
共
同
体

の
内
部
の
存
在
を
「
隣
人
」、
そ
の
外
部
の
存
在
を
「
他
人
」
あ
る
い
は
「
他
者
」
と
呼
び
、
高
度
経
済
成
長
期
の
急
速
な
都
市
化

に
よ
っ
て
、
前
近
代
的
な
共
同
体
の
連
帯
が
崩
れ
、
他
人
同
士
が
集
ま
る
社
会
が
到
来
し
た
こ
と
で
、
人
々
の
心
に
は
孤
独
感
や
不

信
感
が
生
じ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
重
要
な
の
は
国
家
や
家
庭
と
い
っ
た
擬
似
共
同
体
に
回
帰
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
現
状
を
孤
独
と
感
ず
る
こ
と
を
避
け
ず
に
、
他
者
と
の
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
回
復
す
る
こ
と
だ
と
言
う
。『
他

人
の
顔
』
で
も
「
な
に
ぶ
ん
、
隣
人
と
、
敵
と
が
、
も
は
や
昔
の
よ
う
に
は
、
誰
の
目
に
も
容
易
に
見
分
け
が
つ
く
は
っ
き
り
と
し

た
境
界
線
で
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
現
代
」
な
の
だ
か
ら
、「
他
人
は
敵
と
、
い
さ
ぎ
よ
く
あ
き
ら
め
の
境
地
に
達
」

し
「
孤
独
の
免
疫
体
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
、
む
し
ろ
安
全
」
と
し
て
、
前
述
の
エ
ッ
セ
イ
と
同
じ
論
理
が
「
ぼ
く
」
の
口
を

通
し
て
語
ら
れ
る
。

（
17
）  

波
潟
剛「
安
部
公
房
の『
他
人
の
顔
』論
―
―
文
章
構
成
の
形
態
と
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
学
研
究
論
集
』、一
九
九
六
年
三
月
）

（
18
）  

友
田
義
行
「
安
部
公
房
『
他
人
の
顔
』
に
お
け
る
身
体
加
工
―
―
共
同
体
・
皮
膚
の
言
語
・
他
者
」（『
日
本
近
代
文
学
』、

二
〇
〇
九
年
五
月
）

（
19
）  

藤
井
貴
志「〈
独
身
者
の
機
械
〉と〈
異
形
の
身
体
〉表
象
―
―『
他
人
の
顔
』『
片
腕
』『
人
形
塚
』の
同
時
代
性
」（『
日
本
近
代
文
学
』、

二
〇
一
四
年
十
一
月
）

（
20
）  

中
野
和
典
「
安
部
公
房
『
他
人
の
顔
』
論
―
―
仮
面
と
行
為
」（『
コ
ン
パ
ラ
テ
ィ
オ
』、
二
〇
〇
二
年
五
月
）

（
21
）  

Ａ
・
リ
ハ
チ
ョ
フ
「『
他
人
の
顔
』
小
論
―
―
『
砂
の
女
』
と
の
共
通
性
を
め
ぐ
り
」（『
湘
南
文
学
』、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

（
22
）  

玉
置
仁
美
「『
他
人
の
顔
』
に
お
け
る
仮
面
の
二
面
性
―
―
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
」（『
湘
南
文
学
』、

二
〇
〇
七
年
三
月
）

（
23
）  

武
石
保
志
「『
他
人
の
顔
』
試
論
―
―
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
を
通
し
て
の
「
他
人
」」（『
日
本
文
学
論
叢
』、
一
九
八
二
年
三
月
）

（
24
）  

田
中
裕
之
「『
他
人
の
顔
』
論
―
―
そ
の
構
想
と
形
象
」（『
梅
花
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』、
一
九
九
五
年
十
二
月
）

（
25
）  

ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階
理
論
に
よ
れ
ば
、
生
後
六
ヶ
月
か
ら
十
八
ヶ
月
の
幼
児
は
、
ま
だ
運
動
調
節
能
力
も
な
い
よ
う
な
無
力
な
状

態
だ
が
、
鏡
の
中
の
自
分
の
像
を
見
る
と
い
う
経
験
を
通
し
て
、
自
分
の
身
体
の
統
一
性
を
想
像
的
に
先
取
り
し
て
我
が
物
と
す
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る
。
幼
児
は
鏡
に
映
る
統
一
さ
れ
た
自
己
像
と
同
一
化
を
果
た
す
こ
と
で
、
将
来
自
我
（
行
動
や
思
考
の
主
体
と
な
る
も
の
）
と
な

る
も
の
の
雛
形
な
い
し
輪
郭
を
形
成
す
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
主
体
は
鏡
像
化
を
通
る
こ
と
で
、
自
己
を
外
部
の
他
な
る
も
の
の
内

に
し
か
還
元
で
き
な
い
と
い
う
他
者
へ
の
疎
外
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
は
福
島
泰
平
『
ラ
カ
ン　

鏡
像
段
階
』（
講
談
社
、

二
〇
〇
五
年
四
月
）
を
参
考
に
し
た
。

（
26
）  
鷲
田
清
一
『
顔
の
現
象
学
』（
講
談
社
、
一
九
九
八
年
十
一
月
）

（
27
）  
「
ぼ
く
」
は
自
己
の
顔
を
「
怪
物
の
顔
」
な
い
し
「
覆
面
の
異
形
」
と
自
虐
的
に
表
現
し
、
仮
面
作
り
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
を
望
ん
で
い
る
が
、
言
葉
に
よ
っ
て
自
己
の
顔
を
定
義
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
顔
の
様
態
を
な
ん
と
か
把
握
し
よ
う
と
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
28
）  

川
添
裕
子
『
美
容
整
形
と
〈
普
通
の
わ
た
し
〉』（
青
弓
社
、
二
〇
一
三
年
五
月
）

（
29
）  

（
26
）
に
同
じ
。

（
30
）  

鷲
田
清
一
『
顔
の
現
象
学
』（（
26
）
に
同
じ
）
に
よ
れ
ば
、
近
代
以
降
の
資
本
制
の
展
開
と
共
同
体
間
の
交
通
の
拡
大
は
、
そ
れ

以
前
の
伝
統
的
共
同
体
の
紐
帯
を
断
ち
切
り
、
新
た
な
共
同
性
の
位
相
で
規
定
さ
れ
る
存
在
意
味
（
社
会
的
＝
公
共
的
な
役
割
）
を

人
々
に
与
え
た
。
一
方
で
、
近
代
以
降
の
社
会
を
共
同
的
な
親
密
さ
の
喪
失
な
い
し
は
衰
退
と
し
て
と
ら
え
る
向
き
が
、
そ
の
失
わ

れ
た
共
同
性
と
い
う
幻
想
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、〈
わ
た
し
〉
の
内
部
と
い
う
私
秘
的
な
閉
鎖
空
間
と
、
そ
の
内
部
を
繋
ぐ
こ

と
に
よ
る
人
間
同
士
の
新
た
な
交
通
の
形
式
と
を
生
み
出
す
。
こ
の
よ
う
な
一
般
性
と
個
別
性
と
い
う
二
重
性
に
よ
っ
て
自
己
が
認

識
さ
れ
る
と
共
に
、
同
一
の
顔
に
お
け
る
作
為
と
自
然
の
二
重
性
、
す
な
わ
ち
〈
仮
面
〉
と
〈
素
顔
〉
の
概
念
も
ま
た
生
ま
れ
た
。

（
31
）  

こ
れ
と
は
別
に
文
化
的
落
差
を
持
つ
顔
の
解
釈
の
コ
ー
ド
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
『
し
ぐ
さ
の
比
較
文
化
』（
リ
ー
ジ
ャ
ー
・
ブ

ロ
ズ
ナ
ハ
ン
、
岡
田
妙
・
斎
藤
紀
代
子
共
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
年
三
月
）
で
は
、
日
本
人
は
英
国
人
に
比
べ
て
感
情
を
表

情
に
出
す
こ
と
を
意
識
的
に
抑
制
す
る
国
民
性
を
伝
統
的
に
保
有
し
て
い
る
が
、
格
式
ば
っ
た
状
況
で
の
喜
び
の
表
情
（
い
わ
ゆ
る

愛
想
笑
い
）
は
英
国
人
の
標
準
を
上
回
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
つ
の
文
化
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
が
同
一
の
表
情
の
タ
イ
プ
を
見
せ

る
の
は
、
彼
ら
が
顔
の
解
釈
の
コ
ー
ド
を
共
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。『
他
人
の
顔
』
で
も
「
朝
鮮
人
の
田
舎
者
み
た
い
な
顔
」

を
し
た
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
の
娘
が
二
、三
人
の
朝
鮮
人
に
か
ら
か
わ
れ
て
「
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
」
場
面
が
存
在
す
る
。
彼
ら
に
と
っ

て
顔
の
つ
く
り
を
か
ら
か
う
と
い
う
こ
と
は
、
文
化
的
な
顔
の
解
釈
の
コ
ー
ド
を
共
有
す
る
者
へ
の
「
好
意
を
含
ん
だ
肯
定
的
な
呼

び
か
け
」
な
の
で
あ
る
。
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（
32
）  

谷
本
菜
穂
『
美
容
整
形
と
化
粧
の
社
会
学
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
八
年
七
月
）

（
33
）  

塩
谷
信
行
『
美
容
外
科
の
真
実
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）

（
34
）  

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
リ
ー
、
二
宮
馨
訳
『
仮
面
の
情
事
―
―
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ナ
イ
ト
メ
ア
』（
新
潮
文
庫
・
一
九
九
一
年
九
月
）

（
35
）  

小
野
俊
太
郎
『
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
―
―
プ
リ
テ
ィ
・
ウ
ー
マ
ン
の
系
譜
』（
あ
り
な
書
房
、
一
九
九
七
年
五
月
）

（
36
）  

（
20
）
に
同
じ
。

（
37
）  
小
泉
信
三
「
日
本
と
日
本
人
」（『
小
泉
信
三
全
集
』、
文
芸
春
秋
社
、
一
九
六
七
年
〜
一
九
六
八
年
）

（
38
）  
三
島
由
紀
夫
「
文
化
防
衛
論
」（『
中
央
公
論
』、
一
九
六
八
年
七
月
）

（
39
）  

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
、
河
村
一
郎
訳
『
監
視
社
会
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）

（
40
）  

渥
美
和
彦
の
『
人
工
臓
器
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
三
年
八
月
）
に
よ
れ
ば
、『
他
人
の
顔
』
が
書
か
れ
た
一
九
六
〇
年
代
は
、
ナ

イ
ロ
ン
や
シ
リ
コ
ン
と
い
っ
た
高
分
子
材
料
の
発
展
や
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
生
産
量
の
増
加
に
よ
り
、
皮
膚
を
含
め
た
人
工
臓
器
の

開
発
が
飛
躍
的
に
進
ん
だ
時
代
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
が
《
黒
い
ノ
ー
ト
》
を
丸
々
一
冊
使
っ
て
記
述
す
る
の
も
、
動
く
皮
膚
を
再
現

す
る
た
め
の
表
皮
、
真
皮
、
脂
肪
層
の
材
料
づ
く
り
と
い
っ
た
技
術
的
な
処
理
の
問
題
で
あ
る
。

（
41
）  

初
出
の
群
像
版
で
は
〈
妻
の
手
紙
〉
が
「
も
う
一
度
だ
け
、
あ
な
た
の
返
事
を
お
待
ち
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
言
葉

で
締
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、単
行
本
版
で
は
「
そ
ん
な
、鏡
の
砂
漠
な
ん
か
に
、私
は
二
度
と
引
返
し
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
」

と
妻
が
二
度
と
「
ぼ
く
」
の
元
に
帰
っ
て
く
る
つ
も
り
が
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
単
行
本
版

で
は
「
ぼ
く
」
の
仮
面
の
全
能
性
が
〈
妻
の
手
紙
〉
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
構
造
が
よ
り
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
単

行
本
版
の
《
灰
色
の
ノ
ー
ト
》
と
《
灰
色
の
ノ
ー
ト
を
逆
さ
に
使
っ
て
、
そ
の
余
白
に
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
書
き
加
え
ら
れ
た
、
自

分
だ
け
の
た
め
の
記
録
》
は
群
像
版
に
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
単
行
本
版
で
は
〈
妻
の
手
紙
〉
を
読
ん
だ
「
ぼ
く
」
の
応
答
で

あ
る
《
灰
色
の
ノ
ー
ト
を
逆
さ
に
使
っ
て
〜
》
を
新
た
に
書
き
加
え
る
こ
と
で
、
妻
の
言
葉
が
必
ず
し
も
正
し
い
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、「
ぼ
く
」
が
〈
妻
の
手
紙
〉
を
読
ん
で
と
っ
た
行
動
、
ひ
い
て
は
仮
面
の
機
能
の
是
非
に
つ

い
て
読
者
が
考
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
42
）  

佐
藤
泰
正
「
他
人
の
顔
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』、
一
九
七
一
年
一
月
）

（
43
）  

（
２
）
に
同
じ

（
44
）  

（
42
）
に
同
じ



安部公房『他人の顔』論

183

（
45
）  

安
部
は
後
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
大
海
に
浮
か
ぶ
一
人
乗
り
の
い
か
だ
に
二
人
の
人
間
が
取
り
付
い
た
時
、
ど
ち
ら
を
生
か
す

べ
き
か
、
と
い
う
よ
う
な
「
解
答
不
可
能
な
ジ
レ
ン
マ
」
を
抱
え
る
状
況
が
日
常
化
し
た
の
が
現
代
で
あ
る
が
、「
作
家
と
し
て
は
、

解
答
が
な
い
事
を
承
知
で
問
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
唯
一
の
解
答
で
は
な
い
か
」
と
自
ら
の
姿
勢
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

（「
自
作
を
語
る
―
―
『
方
舟
さ
く
ら
丸
』」
新
潮
社
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
、
一
九
八
四
年
十
一
月
、
後
『
安
部
公
房
全
集
28
』（
新
潮

社
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
）
に
所
収
）



学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅣ（2015）

184

A
 Study of K

obo A
be’s “The Face of A

nother” :
Self-alienation and Processed Face

K
ATA

N
O

, Tom
oko

“The Face of A
nother” is a story w

ritten by K
obo A

be in 1964. A
 m

an has lost his face and, w
ith it, connection to other 

people. So he w
ants to create a m

ask that replaces his lost face―
―

the face of another. The purpose of this study is to 
discuss w

hat the face is and w
hat role his m

ask plays. In the fi rst place, the face has three properties. The fi rst property is 
self- alienation. A

 num
ber of studies on “The Face of A

nother” has proposed that his lost face is a m
etaphor of the problem

 
that capitalist society causes―

―
the loss of identity. In capitalist society, w

e hum
an beings have lost “real” faces (a m

etaphor 
of identity). It is a problem

 of self-alienation. H
ow

ever, w
e cannot see our ow

n faces w
ithout m

irrors and facial expressions 
of other person. It is the m

ost im
portant problem

 of self-alienation. The second property is connection to spirit. In term
s 

of the concept of “real” face, our faces are connected w
ith our spirits. B

ut the distinction betw
een outside and inside (face, 

body and spirit) has m
ade in contem

porary tim
es. The concept of “real” face is also the sam

e. The third property is m
utual. 

W
e cannot see our ow

n faces, so w
e m

ake our ow
n im

ages through other eyes. That is to say, the face is not a personal and 
natural phenom

enon but a social and artifi cial phenom
enon. It is a very im

portant tool to com
m

unicate. For exam
ple, face-to-

face com
m

unication is m
ore effective and trustw

orthy than other types of com
m

unication such as telephone or em
ail. Som

e 
certifi cates require a photograph of face. H

ow
ever, his m

ask is the face of another. Such m
ask is m

ore than a disguise because 
it is a new

 self that is capable of anything. H
is m

ask has the potential to m
ake face-to-face com

m
unication useless―

―
even 

destroy all kinds of com
m

unities. In future, because of developm
ent of cosm

etic surgery, his m
ask w

ill be realized. H
ow

ever, 
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his w
ife penetrates his m

ask and criticizes him
. She claim

s that w
e should com

m
unicate each other by m

eans of our faces, 
on the other hand, he claim

s that w
e should w

ear m
asks such as his m

ask to overcom
e self-alienation. Even now

adays, it is 
aporia w

hich opinion is correct.

（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　

博
士
後
期
課
程
二
年
）　


