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「
鏡
」
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
僕
」
の
家
に
集
ま
っ
た
「
み
ん
な
」
が
そ
れ

ぞ
れ
の
恐
怖
体
験
を
語
り
終
え
、
最
後
に
「
僕
」
が
語
り
出
す
場
面
か
ら
始
ま

る
。「
僕
」
は
そ
の
前
置
き
と
し
て
、「
み
ん
な
」
の
話
と
「
個
人
的
な
傾
向
」

は
次
に
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る
と
い
う
。
一
つ
目
は
、「
生
」
と
「
死
」

の
世
界
が
ク
ロ
ス
す
る
と
い
う
心
霊
体
験
タ
イ
プ
で
、
二
つ
目
は
「
三
次
元
的

な
常
識
を
超
え
た
あ
る
種
の
現
象
や
能
力
」
に
つ
い
て
と
い
う
超
常
現
象
タ
イ

プ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

─
そ
れ
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
る
か
と
い
う
の
は
別

と
し
て

─
恐
怖
体
験
と
し
て
は
典
型
的
な
も
の
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
般
に
共
有
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
「
僕
」
は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
体
験
も
し
た
こ
と
が
な
い
「
散
文
的
な

人
生
」
を
送
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
ど
ち
ら
に
も
分
類
で
き
な
い
恐
怖

を
語
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
僕
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
夜
は
み
ん
な
が
順
番
に
そ
れ
ぞ
れ
怖
い
体
験
談
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
わ
け

だ
し
、
主
人
で
あ
る
僕
が
最
後
に
何
も
話
さ
ず
に
場
を
閉
じ
る
と
い
う
わ
け

に
も
い
か
な
い
。
そ
れ
で
、
僕
も
思
い
切
っ
て
話
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

い
や
、
い
い
よ
、
拍
手
は
よ
し
て
く
れ
よ
。
そ
ん
な
た
い
し
た
話
で
も
な
い

ん
だ
か
ら
さ
。

前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
幽
霊
も
出
て
こ
な
い
し
、
超
能
力
も
な
い
。
僕
が
思

っ
て
い
る
ほ
ど
怖
い
話
じ
ゃ
な
く
て
、
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
ち
ゃ
う

か
も
し
れ
な
い
。
ま
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。
と
に
か
く
話
す
よ
。

論

説村
上
春
樹
「
鏡
」
の
語
り
に
つ
い
て

─
「
僕
」が
鏡
を
見
な
い
で
髭
を
剃
る
理
由
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村
上
春
樹
の
処
女
作
「
風
の
歌
を
聴
け
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ

る
。今

、
僕
は
語
ろ
う
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
問
題
は
何
ひ
と
つ
解
決
し
て
は
い
な
い
し
、
語
り
終
え
た
時
点
で

も
あ
る
い
は
事
態
は
全
く
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
結
局

の
と
こ
ろ
、
文
章
を
書
く
こ
と
は
自
己
療
養
の
手
段
で
は
な
く
、
自
己
療
養

へ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
に
し
か
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
は
、
以
降
の
作
品
の
語
り
に
お
い
て
も
、
主
調
低
音

の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
、
国
語
の
教
科
書
に
採
録

さ
れ
る
「
鏡
」
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
の
「
僕
」
の
言
葉
を
単
な
る
謙
遜
で
あ
る
と
、
果
た
し
て
言
い
切
れ

る
だ
ろ
う
か
。「
僕
」
は
、
自
分
の
恐
怖
体
験
を
伝
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
こ
の
困
難
と
は
、
僕
の
恐
怖
が
「
お
化
け
」
や
「
虫

の
知
ら
せ
」
の
よ
う
な
、
あ
り
き
た
り
の
言
葉
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
難
し
い

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
「
僕
」
の
「
恐
怖
」
は
、
先
に
語
ら
れ
た
二
つ
の
タ

イ
プ
と
全
く
質
が
異
な
り
、
あ
く
ま
で
個
人
の
内
面
に
お
い
て
経
験
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
自
分
が
恐
怖
し
た
経
験

0

0

0

0

0

0

を
単
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
て

も
、
そ
れ
が
恐
怖
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

を
う
ま
く
伝
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち

は
、
自
己
の
内
面
に
生
じ
る
も
の
を
、
常
に
言
い
よ
ど
む
こ
と
な
く
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
語
り
の
在
り
方
は
、
著
名
な
小
説
教
材
で
あ
る
森
鷗
外
の
「
舞

姫
」
に
お
い
て
も
共
通
点
が
見
い
だ
せ
る
。

世
の
常
な
ら
ば
生
面
の
客
に
さ
へ
交
は
り
を
結
び
て
、
旅
の
憂
さ
を
慰
め
あ

ふ
が
航
海
の
習
ひ
な
る
に
、
微
恙
に
こ
と
よ
せ
て
房
の
う
ち
に
の
み
籠
も
り

て
、
同
行
の
人
々
に
も
物
言
ふ
こ
と
の
少
な
き
は
、
人
知
ら
ぬ
恨
み
に
頭
の

み
悩
ま
し
た
れ
ば
な
り
。（
中
略
）
あ
あ
、
い
か
に
し
て
か
こ
の
恨
み
を
銷

せ
ん
。
も
し
ほ
か
の
恨
み
な
り
せ
ば
、
詩
に
詠
じ
歌
に
よ
め
る
後
は
心
地
す

が
す
が
し
く
も
な
り
な
ん
。
こ
れ
の
み
は
あ
ま
り
に
深
く
我
が
心
に
彫
り
つ

け
ら
れ
た
れ
ば
さ
は
あ
ら
じ
と
思
へ
ど
、
今
宵
は
あ
た
り
に
人
も
な
し
、
房

奴
の
来
て
電
気
線
の
鍵
を
ひ
ね
る
に
は
な
ほ
程
も
あ
る
べ
け
れ
ば
、
い
で
、

そ
の
概
略
を
文
に
綴
り
て
み
ん
。
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（
傍
線
は
執
筆
者
に
よ
る
）

　
「
恨
み
」
と
は
、「
舞
姫
」
本
文
の
結
末
に
「
相
沢
謙
吉
が
ご
と
き
良
友
は
世

に
ま
た
得
難
か
る
べ
し
。
さ
れ
ど
我
が
脳
裏
に
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
こ
ろ
今
日

ま
で
も
残
れ
り
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
直
接
に
は
エ
リ
ス
に
す
べ
て
を
伝
え

て
し
ま
っ
た
相
沢
に
対
す
る
恨
み
に
思
え
る
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
こ
の

「
恨
み
」
の
本
質
は
豊
太
郎
自
身
の
エ
リ
ス
に
対
す
る
裏
切
り
に
あ
る
。
す
べ

て
を
相
沢
の
責
任
に
し
て
彼
の
み
を
責
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
あ
る
意
味
で
話
は

単
純
で
あ
る
。
豊
太
郎
が
そ
の
「
恨
み
」
を
晴
ら
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る

の
は
、
相
沢
と
い
う
他
者
に
で
は
な
く
、
豊
太
郎
自
身
の
内
面
に
こ
そ
、
問
題

の
本
質
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
「
舞
姫
」
と
「
風
の
歌
を
聴
け
」
や
「
鏡
」
と
で
は
、
文
体
や
そ

の
語
り
口
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
困
難
で
あ
り
な

が
ら
も
、
自
身
の
内
面
が
語
ら
れ
て
い
く
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
お
い
て
は
共
通

性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、
内
面
を
語
る
と
い
う
姿
勢
は
、

近
代
以
降
の
小
説
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
自
体
が
持
つ
構
造
で
あ
る
よ
う
に
思

え
る
。
虚
構
と
い
う
形
態
を
通
じ
て
自
己
を
語
る
と
い
う
所
為
こ
そ
が
本
来
的

に
小
説
が
担
う
役
割
で
あ
り
、
読
者
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
多
様
な
生
の

在
り
方
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
小
説
の
普
遍
的
価
値

で
は
な
い
か
と
思
う
。
日
常
言
語
に
よ
る
代
替
が
困
難
な
内
な
る
領
域
を
語
ろ

う
と
す
る
と
き
、
文
学
言
語
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
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で
は
「
鏡
」
と
い
う
小
説
で
は
、
何
が
語
ら
れ
、
何
を
読
む
こ
と
が
で
き
る

の
か
。

　
「
僕
」
は
そ
の
恐
怖
に
つ
い
て
、「
こ
れ
ま
で
誰
に
も
話
し
た
こ
と
は
な
い
。

口
に
出
す
こ
と
さ
え
怖
か
っ
た
ん
だ
。
口
に
出
し
ち
ゃ
う
と
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
ま
た
起
こ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
気
が
し
て
ね
、
だ
か
ら
ず
っ
と
黙
っ
て

た
」
と
い
う
。「
僕
」
は
、
語
り
出
す
今

0

0

0

0

0

の
時
点
ま
で
、
そ
れ
か
ら
目
を
背
け

て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
語
ら
れ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
0

0

、
そ
し
て
そ
れ
が
語
ら
れ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
見
出
せ
る
か

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
「
鏡
」
の
結
末
部
分
に
注
目

し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
君
た
ち
は
こ
の
家
に
鏡
が
一
枚
も
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
か
な
。

鏡
を
見
な
い
で
髭
が
剃
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
け
っ
こ
う
時
間
が
か
か
る
ん

だ
ぜ
、
本
当
の
話
。

�

（
傍
線
は
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）

　
「
鏡
を
見
な
い
で
髭
が
剃
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
表
現
に
い
い
気
持
ち

を
抱
く
男
性
は
多
く
な
い
だ
ろ
う
。
き
っ
と
、
そ
れ
は
ふ
つ
う
な
ら
ス
ト
レ
ス

フ
ル
な
作
業
で
あ
り
、
う
ま
く
い
か
な
い
と
出
血
だ
っ
て
伴
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
「
鏡
を
見
な
い
で
髭
が
そ
れ
る
よ
う
に
な
」
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

「
僕
」
の
告
白
に
こ
そ
、
そ
の
内
面
の
問
題
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

　

彼
は
高
校
卒
業
後
、
大
学
に
進
ま
ず
、「
六
〇
年
代
末
の
例
の
一
連
の
紛
争

の
頃
」
の
「
な
に
か
と
い
え
ば
体
制
打
破
」
と
い
う
時
代
の
波
に
吞
み
込
ま

れ
、
肉
体
労
働
を
し
な
が
ら
何
年
間
か
日
本
中
を
放
浪
し
て
い
た
。
そ
の
二
年

目
の
秋
、
中
学
校
の
夜
警
を
し
て
い
た
あ
る
風
の
強
い
日
の
夜
、
そ
れ
は
起
こ

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
彼
は
普
段
の
見
回
り
で
は
感
じ
な
い
違
和
感
や
不

快
さ
を
覚
え
た
こ
と
が
、
ま
る
で
何
か
の
兆
候
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の

よ
う
に
重
ね
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
風
に
あ
お
ら
れ
る
プ
ー
ル
の

仕
切
り
戸
の
音
の
描
写
は
象
徴
的
で
あ
る
。

あ
い
か
わ
ら
ず
ば
た
ん
ば
た
ん
て
い
う
仕
切
り
戸
の
音
が
つ
づ
い
て
い
た
。

で
も
ね
、
そ
の
音
が
何
か
し
ら
さ
っ
き
と
は
違
う
よ
う
な
気
が
す
る
ん
だ

よ
。
気
の
せ
い
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
け
ど
、
う
ま
く
体
に
馴
染
ま
な

い
。
嫌
だ
な
、
見
回
り
た
く
な
い
な
、
と
思
っ
た
。

�

（
傍
線
は
執
筆
者
に
よ
る
）

戸
は
ひ
ど
く
混
乱
し
た
人
間
が
首
を
振
っ
た
り
肯
い
た
り
す
る
み
た
い
な
感

じ
で
ば
た
ん
ば
た
ん
開
い
た
り
閉
じ
た
り
し
て
い
た
。
す
ご
く
不
規
則
な
ん

だ
。
う
ん
、
う
ん
、
い
や
、
う
ん
、
い
や
、
い
や
、
い
や
…
…
っ
て
い
っ
た

感
じ
の
音
な
ん
だ
よ
。

�

（
傍
線
は
執
筆
者
に
よ
る
）

　

こ
の
不
規
則
な
反
復
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
印
象
論
的
に
断
定
す
る
こ
と

は
好
ま
し
く
な
い
と
は
思
う
一
方
、
こ
れ
が
後
の
展
開
に
つ
な
ぐ
、
何
か
し
ら
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の
「
仕
込
み
」
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
僕
」
は
不
安
を
抱
き
な
が
ら
巡
回
を
続
け
、
何
か
を
発
見
し
て
ヒ
ヤ
リ
と

す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
単
な
る
鏡
と
、
そ
こ
に
映
る
自
分
の
姿
で
あ
る
と
気
付

き
、
安
心
し
た
彼
は
そ
の
場
で
煙
草
を
一
服
す
る
。
す
る
と
、
窓
か
ら
の
「
街

灯
の
光
」
が
「
鏡
の
中
」
に
及
び
、
背
中
の
方
か
ら
「
ば
た
ん
ば
た
ん
っ
て
い

う
プ
ー
ル
の
仕
切
り
戸
の
音
」
が
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
、
異
変
は
輪
郭

を
あ
ら
わ
し
て
く
る
。

煙
草
を
三
回
く
ら
い
ふ
か
し
た
あ
と
で
、
急
に
奇
妙
な
こ
と
に
気
づ
い
た
。

つ
ま
り
、
鏡
の
中
の
像
は
僕
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
い
や
、
外
見
は
す
っ
か
り
僕

な
ん
だ
よ
。
そ
れ
は
間
違
い
な
い
ん
だ
。
で
も
、
そ
れ
は
絶
対
に
僕
じ
ゃ
な

い
ん
だ
。
僕
に
は
そ
れ
が
本
能
的
に
わ
か
っ
た
ん
だ
。
い
や
、
違
う
な
、
正

確
に
言
え
ば
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
僕
な
ん
だ
。
で
も
そ
れ
は
僕
以
外
の
僕
な
ん

だ
。
そ
れ
は
僕
が
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
形
で
の
僕
な
ん
だ
。

う
ま
く
言
え
な
い
ね
。
こ
の
感
じ
を
他
人
に
言
葉
で
説
明
す
る
の
は
す
ご
く

難
し
い
よ
。

で
も
そ
の
時
た
だ
ひ
と
つ
僕
に
理
解
で
き
た
こ
と
は
、
相
手
が
心
の
底
か
ら

僕
を
憎
ん
で
い
る
っ
て
こ
と
だ
っ
た
。
ま
る
で
ま
っ
暗
な
海
に
浮
か
ん
だ
固

い
氷
山
の
よ
う
な
憎
し
み
だ
っ
た
。
誰
に
も
癒
す
こ
と
の
で
き
な
い
憎
し
み

だ
っ
た
。
僕
に
は
そ
れ
だ
け
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

�
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）

　
「
僕
」
は
、
鏡
の
中
の
「
僕
」
が
「
僕
以
外
の
僕
」
で
あ
り
、「
僕
が
そ
う
あ

る
べ
き
で
は
な
い
形
で
の
僕
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
「
相
手
が
心

の
底
か
ら
僕
を
憎
ん
で
い
る
」
こ
と
、
そ
れ
は
「
誰
に
も
癒
す
こ
と
の
で
き
な

い
」、「
ま
る
で
ま
っ
暗
な
海
に
浮
か
ん
だ
固
い
氷
山
の
よ
う
な
憎
し
み
」
で
あ

る
こ
と
を
「
僕
」
は
否
応
な
く
「
理
解
」
し
て
し
ま
う
。
鏡
の
中
の
「
僕
」
は

「
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
「
僕
」、
い
わ
ば
選
択
さ
れ
な
か

っ
た

─
光
を
当
て
ら
れ
ず
、
闇
に
隠
さ
れ
て
い
た

─
「
僕
」
の
姿
で
あ
っ

た
。

　

村※
１

上
春
樹
が
河
合
隼
雄
に
傾
倒
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
河

合
は
ス
イ
ス
の
心
理
学
者
、
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
の
分
析
心
理
学
を

専
門
と
す
る
。
そ※
２

の
ユ
ン
グ
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
影
と
い
う
用
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
一

致
す
る
人
物
が
、
村
上
作
品
に
は
頻
繁
に
登
場
す
る
と
清
水
良
典
は
述
べ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
「
鏡
」
の
「
僕
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ペ
ル

ソ
ナ
と
は
本
来
古
典
劇
に
お
い
て
役
者
が
演
じ
る
た
め
に
用
い
た
仮
面
の
こ
と

で
、
ユ
ン
グ
は
こ
の
言
葉
を
、
人
の
社
会
的
な
外
的
側
面
の
名
称
と
し
て
用
い

た
。
対
し
て
影
と
は
、
そ
の
人
自
身
の
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
側
面
で
あ
り
、
認

め
る
ま
い
と
、
意
識
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
。
自
我
発
達
の

た
め
に
は
、
影
と
対
峙
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
否
定
的
な
側
面
と
し
て
自
我
に
統

合
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
逆
に
影
か
ら
目
を
背
け
て
し
ま
え
ば
、
自
我
は
バ
ラ

ン
ス
を
欠
き
、
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
「
僕
」
の
語
り
口
は
一
見
、
演
出
過
剰
な
印
象
を
与
え
、
真
意
を
は
ぐ
ら
か

し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
饒
舌
こ
そ
が
彼
の
外
的
側
面
、
い

わ
ば
ペ
ル
ソ
ナ
で
は
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
語
ら
れ
て
い
る
中
身
は
、
生
き
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ら
れ
な
か
っ
た
「
僕
」
と
い
う
影
と
対
峙
し
た
経
験
で
あ
っ
た
。「
僕
」
は
こ

の
夜
、
プ
ー
ル
の
仕
切
り
戸
と
鏡
と
い
う
舞
台
装
置
に
よ
っ
て
、
平
生
の
「
僕
」

が
抑
圧
し
、
無
視
し
、
選
ば
な
か
っ
た
「
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
形
で
の

僕
」
に
、
意
図
せ
ず
対
峙
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
恐
怖
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
次
第
に
「
奴
の
ほ
う
が
僕
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
」
い
る
よ
う
に
感
じ

る
。
現
実
に
生
き
る
「
僕
」
と
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
「
僕
」
と
の
主
従
関
係
が

入
れ
替
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
で
あ
る
。
否
定
す
べ
き
「
僕
」

に
成
り
代
わ
ら
れ
る
恐
怖
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
彼
は
持
っ
て
い
た
木
刀
を
鏡

に
投
げ
つ
け
る
。
そ
れ
が
割
れ
た
音
を
聞
き
つ
つ
、
後
も
見
ず
に
走
り
去
り
部

屋
に
戻
っ
た
。
し
か
し
例
の
仕
切
り
戸
の
音
は
、
夜
明
け
前
ま
で
止
む
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
次
の
朝
、
破
壊
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
鏡
で
さ
え
も
、
実
際
に

は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
「
僕
」
は
知
る
。
こ
う
な
る
と
、
も
は
や
実
際
に

鏡
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
ず
、
全
て
は
自
身
の
内
面
に
お
い
て
経

験
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
れ
が
、「
魔
法
の

鏡
」
で
あ
っ
た
な
ら
ま
だ
マ
シ
な
の
で
あ
る
。「
僕
」
は
あ
の
恐
怖
が
自
ら
の

内
に
在
る
こ
と
を
突
き
付
け
ら
れ
る
。
自
分
自
身
か
ら
は
、
逃
れ
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
。

僕
が
見
た
の
は

─
た
だ
の
僕
自
身
さ
。
で
も
僕
は
あ
の
夜
味
わ
っ
た
恐
怖

だ
け
は
い
ま
だ
に
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
ん
だ
。
そ
し
て
い
つ
も

こ
う
思
う
ん
だ
。
人
間
に
と
っ
て
、
自
分
自
身
以
上
に
怖
い
も
の
が
こ
の
世

に
あ
る
だ
ろ
う
か
っ
て
ね
。
君
た
ち
は
そ
う
思
わ
な
い
か
？

�

（
傍
線
は
執
筆
者
に
よ
る
）

　
「
僕
」
は
今
で
も
そ
の
恐
怖
を
忘
れ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
恐
怖
の
正
体

が
自
分
自
身
に
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
れ
が
「
お
化
け
」

の
よ
う
な
外
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
納
得
す
る
こ

と
も
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
自
分
自
身
の
内
面
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
逃
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
な
る
。

「
鏡
を
見
な
い
で
髭
が
剃
れ
る
よ
う
に
な
」
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
自

身
の
中
に
潜
む
「
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
形
で
の
僕
」
を
拒
絶
し
た
生
を
送

り
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
肥
大
し
き
っ
た
ペ
ル
ソ
ナ
を
外
せ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
点
に
、「
僕
」
の
自
我
の
異
常
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、「
僕
」
は
「
君
た
ち
は
こ
の
家
に
鏡
が
一
枚
も
な
い
こ
と
に
気
づ
い

た
か
な
」
と
饒
舌
に
語
っ
て
い
る
。
一
見
、
単
に
冗
談
め
か
し
た
言
葉
の
よ
う

で
も
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
み
ん
な
」
の
意
識
は
鏡
に

─
「
そ
う

あ
る
べ
き
で
は
な
い
形
で
の
」
自
分
自
身
に

─
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
注
意
喚

起
は
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
読
者
に
も
及
ぶ
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
自
身
の
内
に
、

割
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
鏡
」
を
潜
ま
せ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。「
僕
」
は
こ
れ
ま
で
秘
め
て
い

た
問
題
を
初
め
て
他
者
に
語
っ
た
。
自
身
の
恐
怖
に
つ
い
て
他
者
に
伝
え
よ
う

と
試
み
た
。
他
者
に
語
ら
れ
た
時
点

0

0

0

0

0

0

で
、「
僕
」
の
内
面
は
光
に
晒
さ
れ
、
批

評
や
共
感
を
得
る
こ
と
だ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。「
僕
」
は
そ
れ
を
語
る
こ
と

で
、
他
者
を
介
し
て
、
自
己
の
救
済
を
、
結
果
的
に
試
み
た
こ
と
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
す
べ
て
「
僕
」
の
一
人
語
り
で
あ
る
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以
上
、
読
者
は
「
み
ん
な
」
と
同
じ
立
場
で
、「
僕
」
の
声
に
耳
を
傾
け
ざ
る

を
得
な
い
。
た
と
え
テ
ク
ス
ト
が
虚
構
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
僕
」
の
声
は

現
実
の
読
者
の
耳
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
響
く
。
そ
の
声
か
ら
、
私
た
ち
は
何
を
自

ら
の
生
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
案
外
、「
僕
」
の
救
済
は
読
者
の
内

面
の
営
み
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
こ
こ
ろ
」「
舞
姫
」「
羅
生
門
」「
山
月
記
」「
城
の
崎
に
て
」
あ
た
り
が
、

高
校
現
代
文
で
扱
う
小
説
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
近
年
の
教
科
書
に
は
そ
れ

ら
古
き
名
作
と
と
も
に
、
こ
の
「
鏡
」
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
と
は
い
え
、
実

際
の
授
業
で
取
り
扱
わ
れ
る
機
会
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
毀
誉
褒
貶
あ
り
な
が

ら
も
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
候
補
と
取
り
ざ
た
さ
れ
、
新
作
が
発
売
さ
れ
れ
ば
日
本

の
み
な
ら
ず
（
あ
る
い
は
日
本
以
上
に
）
世
界
規
模
で
話
題
に
な
る
村
上
春
樹

だ
が
、
実
際
に
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
生
徒
は
少
数
だ
と
思
う
。
し
か
し
事
実
と

し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
話
題
と
な
り
、
議
論
を
巻
き
起
こ
す
小
説
家
は
、
今
日

の
日
本
に
お
い
て
他
に
な
い
。
と
こ
ろ
が
あ
る
種
の
過
剰
に
思
わ
れ
が
ち
な
描

写
や
、
抽
象
度
が
高
く
難
解
な
内
容
に
抵
抗
を
覚
え
、
ほ
ぼ
「
読
ま
ず
嫌
い
」

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
個
人
的
に
、
そ
れ
は
少
し
も
っ

た
い
な
い
な
と
思
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
分
か
り
や
す
さ
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
私
た
ち
は
、
時
と
し
て
単
純
明
快
な
合
理
性
や
倫
理
性
、
例
え
ば
二

元
論
的
に
判
断
し
た
り
、
断
罪
し
た
り
し
や
す
い
こ
と
が
何
事
に
お
い
て
も
絶

対
条
件
で
あ
る
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
村
上
春
樹
は
も
ち
ろ
ん
、

あ
ら
ゆ
る
小
説
の
役
割
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
割
り
切
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
現

実
が
実
際
に
あ
る
こ
と
を
読
者
に
示
し
、
そ
れ
と
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
問

題
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
う
。
受
け
入
れ
が
た
い
現
実
や
否
定
し
た
い

現
実
か
ら
目
を
背
け
ず
に
乗
り
越
え
よ
う
と
試
み
る
、
あ
る
い
は
痛
み
を
感
じ

つ
つ
も
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。
生
き
て
い
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
も
必
要
に
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
優
れ
た
小
説
は
、
そ
ん
な
営
み
の
一
助
に
な
り
う
る
。

注

　
　

※
１　

�

二
人
の
共
著
と
し
て
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
行
く
』（
岩
波

書
店
・
一
九
九
六
）
が
あ
る
。

　
　

※
２　

�

清
水
良
典
氏
は
著
書
『
増
補
版
村
上
春
樹
は
く
せ
に
な
る
』（
朝
日
文

庫
・
朝
日
新
聞
出
版
・
二
〇
一
五
）
の
一
五
六
～
一
六
二
頁
に
お
い
て
、

村
上
の
長
編
小
説
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
に
登
場
す
る
五
反

田
と
語
り
手
「
僕
」
に
つ
い
て
ペ
ル
ソ
ナ
と
影
を
用
い
て
説
明
し
、
他

作
品
に
お
い
て
も
似
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
と
述

べ
て
い
る
。

付
記

・
村
上
春
樹
「
風
の
歌
を
聴
け
」
本
文
の
引
用
は
、『
風
の
歌
を
聴
け
』（
講
談
社
文

庫
・
講
談
社
・
二
〇
〇
四
）
に
よ
っ
た
。

・
森
鷗
外
「
舞
姫
」
本
文
の
引
用
は
、『
精
選
現
代
文
Ｂ
』（
東
京
書
籍
・
二
〇
一
九
）

に
よ
っ
た
。

・
村
上
春
樹
「
鏡
」
本
文
の
引
用
は
、『
国
語
総
合
現
代
文
編
』（
東
京
書
籍
・
二
〇

一
八
）
に
よ
っ
た
。


