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徳

永

哲

ギ
リ
シ
ア
劇
の
仮
面
か
ら
現
代
劇
の
仮
面
へ

今
日
に
近
い
演
劇
の
形
態
が
で
き
あ
が
っ
た
の
は
紀
元
前
六
世
紀
の
中
頃
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
｡
そ
の
と
き
す
で
に
'
演
技
者

(俳
優
)
と
観
客
が
明
確
に
分
離
さ
れ
､

1
定
の
筋
を
も
っ
た
脚
本
が
書
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
｡

そ
も
そ
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
演
劇
の
前
身
は
お
酒
の
神
と
し
て
名
高
い
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
讃
え
る
お
祭
り
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
い
う
神
は
人
が
産
ん
だ
神
の
子
と
さ
れ
て
お
り
､
い
わ
ゆ
る
古
代
ギ
リ

シ
ア
神
族
の
中
で
は
最
後
の
神
で
あ
り
､
最
も
人
間
に
近
い
神
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
神
は
ま
た
ぶ
ど
う
の
栽
培
を

教
え
た
神
と
さ
れ
て
い
る
｡
種
蒔
き
や
収
穫
の
と
き
に
な
る
と
､
合
唱
舞
踊
団
の
よ
う
な
も
の
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

の
神
性
を
讃
え
て
歌
い
､
舞
い
踊
っ
た
ら
し
い
｡
し
か
し
､
時
代
と
と
も
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
神
性
を
讃
え
る
歌

は
消
え
､
そ
れ
に
代
わ
っ
て
､
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
上
の
英
雄
を
讃
え
る
詩
歌
に
な
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
｡

そ
の
後
､
そ
の
詩
歌
を
歌
い
舞
う
デ
ィ
テ
ユ
ラ
ン
ボ
ス
と
呼
ば
れ
て
い
た
合
唱
舞
踊
団
の
よ
う
な
も
の
が
独
自
に
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存
在
し
､
存
続
さ
れ
た
｡
そ
の
合
唱
舞
踊
団
の
中
か
ら
リ
ー
ダ
ー
格
の
者
が

1
人

1
歩
前
に
進
み
出
て
英
雄
に
扮
し

て
詩
歌
を
歌
っ
た
､
そ
れ
が
俳
優
と
劇
作
家
を
兼
ね
る
最
初
の
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ

が
改
革
さ
れ
て
､
紀
元
前
六
世
紀
の
中
頃
に
演
劇
と
称
し
得
る
形
態
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
｡
た

だ
し
､
そ
の
場
合
､
俳
優
は
多
分
劇
作
家
を
兼
ね
て
一
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
演
劇
が
今
日
の
演
劇
と
違

っ
て
い
る
点
に
､
俳
優
の
仮
面
の
着
用
が
あ
る
｡
仮
面
の
着
用
は
ど

う
い
う
理
由
で
､
ど
う
し
て
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
断
定
で
き
な
い
ら
し
-
､
あ
-
ま
で
も
推
測
の
域
を
出

な
い
よ
う
で
あ
る
｡
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
演
劇
の
創
成
に
貢
献
し
た
と
さ
れ
て
い
る
テ
ス
ビ
ス
は
自
分
の
顔
に
､
今
日

の
メ
イ
ク
ア
ッ
プ
を
施
し
､
他
人
の
顔
を
描
い
た
り
'
ま
た
布
製
の
仮
面
を
被

っ
た
り
し
た
ら
し
い
｡
そ
の
後
仮
面

は
俳
優
が
被
る
も
の
と
な
り
､
悲
劇
か
ら
喜
劇
の
時
代
に
な
っ
て
も
被
ら
れ
､
古
代
ロ
ー
マ
の
プ
ラ
ウ
ト
ウ
ス
や
テ

レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
時
代

(紀
元
前
二
〇
〇
年
頃
か
ら
紀
元
前

一
五
〇
年
頃
)
ま
で
被
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
｡

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
演
劇
で
は
俳
優
は
テ
ス
ビ
ス
が

一
人
で
つ
-
つ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
､
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ

ス
が
俳
優
を
二
人
に
し
て
､
相
手
役
を
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
紀
元
前
四
四
九
年
以
後
俳
優
は
三
人
に
増
や
さ
れ
､

対
話
が
三
者
の
う
ち
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
､
い
っ
そ
う
今
日
の
演
劇
の
形
態
に
近
づ
い
た
よ
う
で
あ

る
｡古

代
ギ
リ
シ
ア
演
劇
の
仮
面
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
な
さ
れ
て
い
る
が
､
原
始
宗
教
の
シ
ャ
ー
マ
ン
信

仰
な
ど
に
み
ら
れ
た
異
体
と
の
同
化

へ
の
切
っ
掛
け
､
あ
る
い
は
動
機
を
与
え
る
た
め
の
仮
面
の
着
用
と
結
び
付
け

て
考
え
て
い
る
学
者
が
い
る
｡
例
え
ば
､
フ
ラ
ン
ス
の
ピ
エ
ー
ル
･
グ
リ
マ
ル
で
あ
る
が
'
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
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仮
面
は
ど
う
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
も
っ
と
も
簡
単
な
説
明
と
し
て
は
､
俳
優
は

自
分
の
素
顔
を
隠
し
て
､
想
起
さ
せ
る
べ
き
登
場
人
物
の
個
性
を
さ
ら
に
完
全
に
お
び
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ

り
､
す
で
に
伝
説
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
､
か
れ
が
も
は
や
人
間
界
に
は
属
し
て
い
な
い
こ
と
を
思
い
だ
さ

せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
｡
た
ぶ
ん
､
こ
の
人
格
の
転
換
は
原
始
的
な

｢悲
劇
｣
を
音
楽
と
踊
り
の
熱
狂
の
う
ち
に
､

ま
さ
し
く
自
我
そ
の
も
の
の
陶
酔
と
放
棄
と
を
助
長
し
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
儀
礼
に
む
す
び
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
要
点
の
一
つ
で
あ
ろ
う
｡(『古

代
ギ
リ
シ
ア
･
ロ
ー
マ
演
劇
』
､
小
苅
米
呪
訳

(白
水
社
､

一
九
七
九
年
)

る
｡

こ
う
し
た
原
始
宗
教
と
の
関
連
づ
け
は

一
応
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
'
し
か
し
'
仮
面
の
着
用
は
､
現
実
的
に

は
､
も
っ
と
実
際
的
機
能
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
は
非
常
に
高
度
に
発
達
し

た
文
明
文
化
を
も
っ
て
お
り
､
形
式
や
機
能
の
方
が
原
始
宗
教
的
情
念
よ
り

1
歩
前
を
先
ん
じ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

機
能
的
に
考
え
て
､
登
場
人
物
が
増
え
て
-
れ
ば
必
然
的
に
､
俳
優
を
増
や
す
必
要
が
出
て
-
る
が
､
形
式
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
､
せ
い
ぜ
い
三
人
程
度
に
止
め
た
と
す
る
｡
そ
の
場
合
､

一
人
の
俳
優
が
何
役
も
こ
な
す
必

要
が
で
て
く
る
｡
例
え
ば
､
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
(高
津
春
繁
訳
､
人
文
書
院
)
の
登
場
人
物
を
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例
に
と
っ
て
み
よ
う
｡

オ
イ
デ
ィ
プ
ス

神
官

ク
レ
オ
ン

テ
ィ
レ
シ
ア
ス

イ
オ
カ
ス
テ

使
者

ラ
イ
オ
ス
の
召
し
使
い

第
二
の
使
者

こ
れ
を
三
人
の
俳
優
が
､
当
時
俳
優
は
男
に
限
ら
れ
て
い
た
が
､
男
女
併
せ
て
八
人
の
登
場
人
物
を
演
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
と
､
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
る
も
の
は
仮
面
の
着
用
と
変
装
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
｡

形
式
的
に
み
て
'
対
話
は
各
場
面
場
面
で
二
､
三
人
に
限
ら
れ
て
お
り
､
場
面
と
場
面
と
の
間
に
は
コ
ロ
ス
の
舞

歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
｡
俳
優
は
そ
の
舞
歌
の
間
に
仮
面
を
取
り
替
え
､
衣
装
を
変
え
て
別
人
と
な

っ
て
登
場
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
を
例
に
取
る
と
､
最
初
ま
ず
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
と
神
官
が
登

場
し
､
対
話
し
､
次
い
で
ク
レ
オ
ン
が
登
場
し
､
三
人
の
対
話
と
な
り
､

一
斉
に
退
場
す
る
｡
そ
の
後
､
コ
ロ
ス
が

入
場
し
､
詞
を
歌
い
､
舞
う
｡
舞
歌
が
終
わ
る
と
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
登
場
し
､
コ
ロ
ス

(の
長
)
と
対
話
し
､
次
い

で
少
年
に
手
を
引
か
れ
て
テ
ィ
レ
シ
ア
ス
が
登
場
す
る
｡
劇
は
こ
う
し
た
舞
歌
と
対
話
が
秩
序
正
し
-
繰
り
返
さ
れ
､
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ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と
向
か
っ
て
行
-
0

三
人
の
う
ち
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
を
演
じ
る
俳
優
は
最
後
ま
で
出

っ
張
り
な
の
で
他
の
役
を
演
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
､
神
官
を
演
じ
た
俳
優
は
次
の
場
面
で
は
テ
ィ
レ
シ
ア
ス
を
演
じ
､
ク
レ
オ
ン
役
の
俳
優
は
少
年
を
演
じ
る
と

い
う
よ
う
に
し
て
い
け
ば
三
人
で
十
分
に
演
じ
ら
れ
る
｡

仮
面
に
は
さ
ら
に
､
劇
の
進
行
に
寄
与
す
る
機
能
が
あ

っ
た
｡
出

っ
張
り
の
登
場
人
物
は
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王

一
人

で
､
劇
は
そ
の

一
人
の
人
物
の
た
め
に
他
の
す
べ
て
の
人
物
が
登
場
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
オ
イ

デ
ィ
プ
ス
王
が
幸
福
の
絶
頂
か
ら
不
幸
の
ど
ん
底

へ
落
ち
て
行
-
そ
の
運
命
に
寄
与
す
る
よ
う
に
配
役
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
仮
面
に
表
情
を
も

っ
て
い
た
の
は
オ
イ
デ
ィ
プ
ス

一
人
で
あ

っ
た
ら
し
-
､
前
半
は
王
家
の
繁
栄
を
象

徴
す
る
す
る
よ
う
に
喜
ば
し
い
顔
で
､
後
半
は
没
落
を
反
映
し
て
悲
し
い
顔
で
あ

っ
た
ら
し
い
｡
他
の
人
物
に
は
表

情
が
必
要
な
い
と
す
れ
ば
､
仮
面
の
機
能
は
人
物
の
特
色
や
社
会
的
地
位
を
観
客
に
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
こ

と
に
な
る
｡
観
客
は
お
そ
ら
-
､
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
も
離
れ
た
円
形
の
空
間
に
出
て
い
る
人
物
が
誰
で
あ
る
か
判

れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
不
運
な
王
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
現
存
は
せ
り
ふ
を
聴
い
た
観
客
の
想
像
力
と

一

体
化
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
か
ら
二
千
年
も
隔
た
っ
た
十
九
世
紀
の
終
わ
り
頃
､
演
劇
に
新
し
い
強
い
風
が
吹
い
た
｡

一

般
に
言
わ
れ
て
い
る
近
代
劇
運
動
で
あ
る
｡
そ
の
運
動
は
十
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
二
十
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
､

演
劇
を
大
衆
の
娯
楽
か
ら
切
り
離
し
て
､
文
学
作
品
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
る
戯
曲
を
生
か
す
上
演
を
し
､
人
生
の

さ
ま
ざ
ま
問
題
を
観
客
と
共
に
真
剣
に
考
え
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ

っ
た
｡
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当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
そ
の
運
動
に
は
高
度
な
知
性
を
も
っ
た
戯
曲
の
理
解
者
が
必
要
と
さ
れ
た
｡
俳
優
は
当
然

戯
曲
の
よ
き
理
解
者
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
､
役
を
実
際
に
演
じ
て
い
る
者
が
全
体
を
見
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡

ま
た
､
文
学
作
品
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
る
戯
曲
が
実
際
に
上
演
さ
れ
る
と
な
る
と
､
観
客
は
舞
台
全
体
を
戯
曲
の

体
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
観
賞
し
､
俳
優
の
演
技
を
全
体
に
対
す
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
み
な
す
の
で
あ
る
｡
そ
こ

で
'
演
出
家
と
い
う
特
殊
な
存
在
が
戯
曲
上
演
の
中
心
的
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
後
'
演
出
家
の
台
頭
は
劇
上
演
の
在
り
方
を
大
き
-
変
え
て
い
っ
た
｡

そ
の
演
出
家
台
頭
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
が
､
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
ド
レ
･
ア
ン
ト
ワ
-
ヌ

(
1
八
五
九
I

l
九
四

≡
)
で
あ
る
｡
ア
ン
ト
ワ
-
ヌ
は
素
人
の
俳
優
を
何
年
か
や
っ
た
後
､
自
然
主
義
の
戯
曲
と
-
に
イ
プ
セ
ン
の

『幽

霊
』
に
触
発
さ
れ
て
一
八
八
七
年
に
パ
リ
に

｢自
由
劇
場
｣
を
創
立
し
た
｡

一
八
八
二
年
､
イ
プ
セ
ン
は
､
『幽
霊
』
で
も
っ
て

｢現
実
の
断
片
を
観
客
に
印
象
深
-
体
験
さ
せ
る
｣
こ
と
を
目

的
と
し
た
が
'
そ
れ
に
呼
応
し
て
新
し
い
自
然
主
義
の
戯
曲
は
､
社
会
の
諸
問
題
を
､
｢現
実
の
断
片
｣
と
し
て
リ
ア

ル
に
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
提
起
し
た
｡

ア
ン
ト
ワ
-
ヌ
は
､
｢現
実
の
断
片
｣
を
実
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
劇

場
と
演
技
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
､
小
劇
場
を
創
設
し
､
自
ら
劇
場
支
配
人
と
演
出
家
を
兼
ね
な
が
ら
､
俳
優
を
養

成
し
､
新
し
い
演
技
指
導
を
し
た
｡
彼
は
戯
曲
を
尊
重
し
'
戯
曲
を
主
体
と
す
る
演
劇
の
改
革
を
成
し
た
｡
こ
の
ア

ン
ト
ワ
-
ヌ
の
戯
曲
の
権
威
を
重
ん
じ
､
劇
作
家
の
主
張
を
研
究
し
再
現
し
よ
う
と
す
る

｢自
由
劇
場
｣
の
運
動
は
､

フ
ラ
ン
ス
国
内
は
勿
論
の
こ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
演
劇
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
｡
ド
イ
ツ
で
は

一
八
八
九

年
に
文
芸
批
評
家
だ
っ
た
オ
ッ
ト
ー
･
ブ
ラ
-
ム

(
1
八
五
六
-

7
九

1
二
)
が
中
心
に
な
っ
て

｢自
由
舞
台
｣
が
､
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続
い
て
､
イ
ギ
リ
ス
で
は

1
八
九

1
年
に
ジ
ャ
ッ
ク
･
ト
ー
マ
ス
･
グ
ラ
イ
ン

(
1
八
六
二
I

l
九
三
五
)
が
主
宰

す
る

｢独
立
劇
場
｣
が
創
立
さ
れ
た
｡
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は

｢
ア
ベ
イ
座
｣
(
一
九
〇
四
)
が
創
設
さ
れ
､
農
民
や
小

作
農
民
の
生
活
の
現
実
を
描
い
た
ジ
ョ
ン
･
M
･
シ
ン
グ
の

『西
国
の
伊
達
男
』
や

『海
に
乗
り
行
-
人
皇

な
ど

が
上
演
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
､
ロ
シ
ア
へ
近
代
劇
運
動
は
波
及
し
､

一
八
九
六
年
に
ネ
ミ
-
ロ
ヴ
ィ
ツ
チ

･
ダ
ン
テ
ェ

ン

コ
二

八
五
九
-

一
九
四
三
)
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ン
･
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

(
一
八
六
三
-

一
九
三
八
)
に
よ

っ
て

｢
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
｣
が
創
立
さ
れ
た
｡
｢
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
｣
は
､
他
の
劇
場
と
違
っ
て
国
立
劇
場
で
あ
り
'

他
の
劇
場
が
短
命
で
終
わ
っ
た
の
に
対
し
､
唯

1
今
日
に
至
る
ま
で
活
動
を
続
け
て
い
る
劇
場
で
あ
る
｡
ま
た
､
近

代
劇
運
動
が
最
も
良
-
結
実
し
た
の
も
こ
の
劇
場
で
あ
る
｡

そ
の

｢
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
｣
は
､
チ
ェ
ー
ホ
フ
と
い
う
偉
大
な
劇
作
家
と
深
い
結
び
付
き
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な

-
､
そ
こ
で
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
戯
曲
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
､
ま
た
､
｢現
実
の
断
片
｣
を
再
現
す
る
ふ
さ
わ

し
い

(役
)
に
生
き
る
演
技
を
俳
優
に
求
め
'
教
育
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

･
シ
ス
テ

ム
で
代
表
さ
れ
る
近
代
的
な
演
技
創
造
の
体
系
が
生
み
出
さ
れ
た
｡

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

わ
が
劇
場
の
俳
優
や
ロ
シ
ア
の
俳
優
た
ち
は
､
達
者
な
職
人
俳
優
に
な
る
こ
と
を
い
さ
ざ
よ
し
と
は
し
な
い
の

だ
｡
だ
か
ら
諸
君
は
職
人
俳
優
と
は
別
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
俳
優
の
芸
術
は
役
に
生
き
る
こ
と
の
な
か
に

あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
俳
優
は
役
を
生
き
る
こ
と
ば
か
り
で
な
-
､
ど
う
し
た
ら
自
分
を
役
に
生
か
す
こ
と
が
で
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き
る
か
と
い
う
方
法
も
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
｡
俳
優
は

ど
う
し
た
ら
自
分
に
無
理
強
い
し
な
い
で
､
楽
に
役
に
生
き
る
行
動
を
創
り
出
す
か
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
こ
れ
は
や
れ
ば
で
き
る
こ
と
だ
｡
も
し
こ
の
芸
術
を
学
び
た
い
と
思
う
も
の
が
あ
れ
ば
'

誰
に
で
も
教
え
て
あ
げ
よ
う
｡

こ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
､
演
劇
は
軽
薄
な
'
有
害
な
､
馬
鹿
げ
た
も
の
に
な
る
と
私
は
思
う
｡

･
･
･
(
マ
ガ
ル

シ
ャ
ッ
タ
著
､
高
山
図
南
雄
訳

『
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ

･
シ
ス
テ
ム
の
形
成
』､
未
来
社
｡
二
七
〇
貢
)
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ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
の
言
う

｢(役
)
に
生
き
る
｣
は
､
戯
曲
の
世
界
に
俳
優
が
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
俳
優
は
役
を
と
お
し
て
自
己
の
演
技
術
を
披
露
す
る
の
で
は
な
い
｡
『桜
の
園
』
の
ロ
パ
ー
ヒ
ン
を
演
じ

る
俳
優
は
ロ
パ
ー
ヒ
ン
の

｢仮
面
｣
を
被
る
こ
と
は
な
い
が
'
ロ
パ
ー
ヒ
ン
の
全
人
格
を
体
現
す
る
ロ
パ
ー
ヒ
ン
自

身
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

原
始
宗
教
の
儀
式
で
人
々
は
仮
面
を
被
り
'
被
面
者
は

｢仮
面
｣
と
同
化
し
､
自
ら

｢仮
面
｣
の
表
す
対
象
と
な

る
｡
そ
こ
で
は
､
被
両
者
の
存
在
は
消
え
'
ひ
た
す
ら

｢仮
面
｣
の
み
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
｢無
理
強
い
し
な
い

で
｣
｢行
動
を
創
り
出
す
｣
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の

｢(役
)
に
生
き
る
｣
の
原
理
は

そ
の
被
面
者
の
行
為
に
似
た
と
こ
ろ
に
源
流
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
勿
論
､
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は

忘
我
の
状
態
で
対
象
と
同
化
す
る
よ
う
な
演
技
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
｡
心
理
学
的
な
根
拠
に
基
づ
き

｢(役
)

に
生
き
る
｣
科
学
的
方
法
を
産
み
出
し
た
の
で
は
あ
る
が
､
戯
曲
を
表
す
場
合
と
宗
教
儀
式
の
場
合
と
の
違
い
が
そ

の
方
法
の
違
い
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
｢(役
)
に
生
き
る
｣
と
い
う
こ
と
は
人
格
と
い
う
目
に
見
え

な
い

｢仮
面
｣
を
被
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
も
あ
ろ
う
｡

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
よ
う
に
自
然
主
義
に
徹
し
た
演
出
家
は
例
外
的
で
､
他
の
多
-
の
演
出
家
は
彼
と
は
全

く
方
向
の
違
っ
た
演
劇
の
創
造
を
考
え
て
い
た
｡
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
文
学
作
品
と
し
て
の
戯
曲
の
忠
実
な
演
出
を
捨

て
へ
戯
曲
を
自
己
の
美
的
宿
念
を
充
足
さ
せ
る
舞
台
作
り
の
手
段
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
そ
う
し
た
演
出
家

た
ち
は
戯
曲
を
生
か
す
中
心
的
役
割
と
し
て
あ
る
は
ず
の
俳
優
の
役
割
を
否
定
し
た
｡
俳
優
は

一
つ
の
形
象
と
し
て

演
出
家
の
め
ざ
す
美
に
貢
献
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡

イ
ギ
リ
ス
の
演
出
家
ゴ
ー
ド
ン
･
ク
レ
イ
グ
は
俳
優
の
演
技
と
い
う
も
の
を
無
視
し
､
独
裁
的
に
舞
台
美
を
創
造

し
て
い
た
｡
俳
優
の
演
技
し
た
顔
の
表
情
を
不
必
要
な
も
の
と
考
え
る
そ
の
演
出
理
念
に
お
い
て
'
｢仮
面
｣
の
着
用

は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
ゴ
ー
ド
ン
･
ク
レ
イ
グ
に
か
な
り
影
響
を
受
け
た
と
思
え
る
劇
詩
人
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ウ
イ
リ
ア
ム
･
B
･

イ
エ
イ
ツ
が
い
る
｡
イ
エ
イ
ツ
も
ク
レ
イ
グ
同
様
に
俳
優
の
顔
の
演
技
さ
れ
た
､
誇
張
的
な
表
情
を
嫌
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
が
'
イ
エ
イ
ツ
自
身
ア
ベ
イ
座
の
新
し
い
方
向
の
模
索
に
余
念
が
な
か
っ
た
と
き
､
ク
レ
イ
グ
の
演
出
は

大
き
な
示
唆
と
力
を
与
え
て
-
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡
イ
エ
イ
ツ
は
ク
レ
イ
グ
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
後
､

一
九

一
〇
年
に
､
グ
レ
ゴ
リ
ー
夫
人
へ
の
手
紙
で
｢
『バ
ー
リ
ヤ
の
浜
辺
で
』
の
阿
呆
と
盲
人
に
仮
面
を
か
ぶ
せ
る
で
し
ょ

う
｡
き
っ
と
す
ぼ
ら
し
い
放
ら
つ
さ
と
と
っ
ぴ
さ
が
表
さ
れ
る
で
し
ょ
う
｡
わ
た
し
は
ま
た
ア
ベ
イ
座
を
'
仮
面
を

使
う
最
初
の
近
代
的
劇
場
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡｣
と
書
い
た
｡
そ
の
手
紙
の
内
容
で
は
'
｢仮
面
｣
の
効
果
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が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡

イ
エ
イ
ツ
と
聞
-
と
ま
ず
思
い
当
た
る
の
が
､
日
本
の
能
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
｡

一
九

一
三
年
､
イ
エ
イ
ツ
の
助

手
に
な
っ
た
エ
ズ
ラ
･
パ
ウ
ン
ド
と
い
う
詩
人
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
夫
人
か
ら
預
か
っ
た
日
本
文
化
に
関
す
る
原
稿
の
整

理
と
英
訳
の
完
成
に
努
め
て
い
た
｡
イ
エ
イ
ツ
は
そ
の
パ
ウ
ン
ド
の
仕
事
か
ら
謡
曲
を
知
り
､
感
動
し
た
彼
は
自
ら
､

そ
の
英
訳
に
序
文
を
つ
け
た
ほ
ど
で
あ
る
｡
(大
久
保
直
幹

｢
イ
ェ
イ
ツ
と
能
｣
比
較
文
学
研
究
12

(東
大
比
較
文
学

会
)
参
考
)

イ
エ
イ
ツ
は
能
を
高
貴
な
劇
と
呼
び
､
能
の
完
成
に
は
仏
僧
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
､
そ
こ
に
民
族
性
に
深

-
根
差
し
た
宗
教
性
を
み
い
だ
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
苦
悩
す
る
魂
の
流
浪
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
古
い
民
族
性
に
兄
い

だ
さ
れ
る
で
あ
る
が
､
そ
れ
と
の
類
似
性
を
能
に
登
場
す
る
旅
の
仏
僧
と
霊
に
み
い
だ
し
て
い
る
｡

そ
の
民
族
特
有
の
宗
教
性
を
､
ま
た
魂
や
霊
の
世
界
を
舞
台
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
､
日
常
性
と
密
着
し
た
俳

優
の
演
技
'
な
か
で
も
特
に
顔
の
表
情
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｢仮
面
｣
は
演
技
者
の
顔
の
表
情
を
固
定
し
て

し
ま
う
働
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
日
常
性
を
遮
断
し
､
そ
こ
に
特
殊
性
を
産
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
苦
悩
し
､
流

浪
す
る
魂
は
日
常
性
と
は
掛
け
離
れ
た
想
像
的
世
界
に
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
､
｢仮
面
｣
は
そ
の
世
界
を
創
り

出
す
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
｡

イ
エ
イ
ツ
が
俳
優
に
期
待
し
た
も
の
は

｢詩
的
教
養
｣
で
あ
り
､
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
言
う

｢(役
)
に
生
き

る
｣
と
は
ま
っ
た
-
異
な
る
方
向
に
あ
っ
た
｡
｢詩
的
教
養
｣
と
は
､
イ
エ
イ
ツ
が
考
え
て
い
る
詩
的
で
'
夢
想
的
な

戯
曲
を
演
じ
る
俳
優
に
は
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
素
養
な
の
で
あ
る
｡
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1
九
二
二
年
に
書
か
れ
た

覆

者
女
王
』
(田
中
雅
雄
訳
､
山
口
書
店
)
で
は
､
｢仮
面
｣
が
哲
学
的
意
味
合
い
で

も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
｡
(こ
の

｢仮
面
｣
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
『イ
ェ
イ
ツ
戯
曲
集
』
､
山
口
書
店
刊
､
の
筈

え

が
き
》
が
参
考
に
な
る
の
で
お
勧
め
し
た
い
)｡
役
者
の
デ
シ
マ
が

｢仮
面
｣
を
被
っ
て
女
王
様
す
な
わ
ち
他
者
に
成

り
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

デ
シ
マ

女
王
様
は
演
技
が
お
で
き
に
な
ら
な
い
け
ど
､
私
な
ら
も
っ
と
う
ま
-
で
き
る
わ
よ
｡

こ
の
デ
シ
マ
の
最
初
の
せ
り
ふ
は
文
字
通
り
解
す
れ
ば
､
役
者
の

｢私
｣
な
ら
演
技
で
女
王
様
ら
し
い
｢女
王
様
｣

を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
宿
命
と
し
て
､
｢女
王
様
｣
に
生
れ
つ
い
た
者
は

｢女
王
様
｣
の

｢仮
面
｣
は
被
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
､
｢女
王
様
｣
で
な
い
者
が
そ
れ
に
な
ろ
う
と
す
る
意
志
で
も
っ
て

｢仮
面
｣

を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
よ
り
女
王
様
ら
し
い

｢女
王
様
｣
に
成
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

｢仮
面
｣
を
被
る
と
い
う
こ
と
は
､
被
面
者
を
完
全
に
受
け
身
の
状
態
に
し
､
心
身
共
に
完
全
に
可
塑
性
の
状
態

に
す
る
｡
被
面
者
の
心
身
は
ど
ん
な
形
で
も
帯
び
'
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
印
象
づ
け
ら
れ
て
も
､
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

受
け
い
れ
,
ど
ん
な
目
的
が
課
せ
ら
れ
て
も
課
せ
ら
れ
た
ま
ま
に
こ
な
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
｡
｢仮
面
｣

は

｢超
自
然
が
顕
現
す
る
た
め
の
道
具
と
な
り
､
生
命
あ
る
存
在
と
､
さ
ら
に
強
大
な
存
在
と
の
間
を
つ
な
ぐ
最
後

的
な
鏡
｣
と
な
る
の
で
あ
る
｡

冒

ル
ヴ
ァ
リ
の
丘
』
(風
呂
本
武
敏
訳
､
山
口
書
店
)
で
は
､
イ
エ
イ
ツ
の
こ
う
し
た
哲
学
に
裏
付
け
ら
れ
た
｢仮
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面
｣
は
､
さ
ら
に
､
い
わ
ゆ
る
劇
的
と
い
う
よ
り
は
詩
的
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い

｢対
立
｣
を
深
め
､
統

一
さ
れ
た

一
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
も
と
に
舞
台
上
の
形
象
を

｢孤
立
｣
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
｡
『カ
ル
ヴ
ァ
リ
ー
の
丘
｣

で
は
キ
リ
ス
ト
､
ラ
ザ
ロ
､
ユ
ダ
の
三
人
が
仮
面
を
着
け
て
い
る
｡
舞
台
は

『鷹
の
泉
』
や

『骨
の
夢
』
な
ど
と
同

様
に
な
に
も
な
い
空
間
で
あ
り
､
楽
師
が
布
を
広
げ
､
歌
う
｡
ま
ず
'
キ
リ
ス
ト
が
登
場
す
る
が
､
彼
は
白
鷺
に
例

え
ら
れ
る
｡
イ
ェ
イ
ツ
は

『骨
の
夢
』
で

｢鳥
が
鳴
-
､
鳥
は
自
ら
の
寂
し
さ
を
鳴
-
｣
と
楽
師
に
語
ら
せ
て
い
る

よ
う
に
'
烏
は
孤
独
を
象
徴
し
て
い
る
｡
白
鷺
に
例
え
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
は
汚
れ
知
ら
ず
の
孤
独
者
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
｡

次
に
ラ
ザ
ロ
が
登
場
す
る
｡
自
ら
ラ
ザ
ロ
と
名
乗
る
そ
の
男
は
絶
望
的
な
表
情
の

｢仮
面
｣
を
着
け
て
い
る
｡
ラ

ザ
ロ
は
死
に
よ
っ
て
よ
う
や
-
安
息
を
得
た
｡
し
か
し
､
彼
は
そ
の
安
息
と
孤
独
を
キ
リ
ス
ト
の
奇
跡
に
よ
っ
て
奪

わ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
た
め
に
再
び
荒
れ
地
へ
安
息
の
地
を
求
め
て
さ
迷
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
彼
の
絶
望
は
そ
の

さ
ま
よ
う
苦
し
み
に
基
づ
い
て
い
る
｡
彼
は
､
蘇
生
に
よ
っ
て
､
生
前
の
苦
し
み
を
再
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

彼
に
と
っ
て
そ
の
苦
し
み
は
死
を
超
え
て
い
る
だ
｡
｢仮
面
｣
は
死
を
求
め
て
苦
し
む
絶
望
的
な
表
情
を
固
定
す
る
｡

そ
れ
は
､
ま
た
'
イ
エ
イ
ツ
自
身
の
内
的
な
哲
学
的
問
答
の
1
万
を
表
象
し
て
お
り
､

1
つ
の
相
で
あ
る
｡
ユ
ダ

は

｢仮
面
｣
に
よ
っ
て
石
の
よ
う
に
冷
淡
な
表
情
に
固
定
さ
れ
る
｡
彼
は
徹
底
し
た
無
神
論
的
実
存
主
義
者
で
あ
る
｡

歴
史
を
否
定
し
､
現
在
の
み
を
肯
定
す
る
｡
神
は
重
荷
で
あ
り
'
束
縛
で
あ
る
｡
自
由
の
た
め
に
神
を
殺
す
｡
ユ
ダ

も
ま
た
表
象
で
あ
り
､

一
つ
の
相
で
あ
る
｡
｢仮
面
｣
は
三
つ
の
表
象
を
し
っ
か
り
と
固
定
し
､
孤
立
さ
せ
る
｡
『カ

ル
ヴ
ァ
リ
の
丘
』
と
い
う

1
つ
の
統

1
さ
れ
た
世
界
の
な
か
に
深
ま
る
孤
立
を
見
る
と
き
'
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
イ
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エ
イ
ツ
自
身
の
苦
悩
の
大
き
さ
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
｡

『鷹
の
泉
』
(風
呂
本
武
敏
訳
､
山
口
書
店
)
で
は

｢仮
面
｣
の
意
図
が
も
っ
と
明
確
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡
こ

の

｢老
人
｣
と

｢若
者
｣
は
イ
エ
イ
ツ
自
身
の
内
的
な
二
つ
の
対
立
す
る
も
の
の
表
象
化
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

言
い
換
え
れ
ば
､
詩
人
の
隈
想
の
な
か
で
自
我
の
問
い
掛
け
と
し
て
現
れ
た
対
立
す
る
二
つ
の
相
な
の
で
あ
る
｡
｢若

者
｣
は
自
己
の
青
春
へ
の
回
帰
と
し
て
､
あ
る
い
は
､
五
〇
歳
を
過
ぎ
た
イ
ェ
イ
ツ
自
身
の
中
に
ま
だ
燃
え
つ
づ
け

る
若
い
激
し
い
血
潮
の
象
徴
的
表
象
な
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
｢老
人
｣
は
､
や
が
て
は
迎
え
､
直
面
せ
ざ
る
を
え
な

い
死
に
対
し
て
問
い
掛
け
'
な
ん
と
か
回
避
す
る
こ
と
を
願
う
自
我
の
形
象
化
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

｢老
人
｣
を
見
て

い
る
と
イ
エ
イ
ツ
自
身
の
詩

『人
と
研
』
(尾
島
庄
太
郎
訳
､
北
星
堂
書
店
)
の

｢人
｣
の
苦
悩
を
思
い
起
こ
す
｡

老
い
て
病
み
た
る
身
な
れ
ば

あ
り
と
あ
る
わ
が
言
行
は
､

化
し
て

『疑
い
』
と
な
り
'
果
て
は

夜
毎
､
夜
毎
を
寝
も
や
ら
ず
横
わ
る
わ
れ
､

当
を
え
し

『答
』
は
､
金
輪
際
え
ら
れ
ぬ
｡

こ
う
し
た
自
我
の
問
い
掛
け
と
し
て
'
そ
の
世
界
は
詩
人
の
頃
想
の
な
か
に
形
成
さ
れ
る
｡
こ
の
詩
的
世
界
が
劇

詩
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
､
登
場
人
物
は

一
個
の
人
間
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
-
､
詩
的
表
象
と
し
て
表
現
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さ
れ
る
｡
そ
こ
で

｢仮
面
｣
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
｡
｢仮
面
｣
は
'
繰
り
返
し
述
べ
る
こ
と
に
な
る

が
､
日
常
性
か
ら

｢顔
｣
を
遊
離
す
る
働
き
が
あ
り
､
さ
ら
に
､

一
つ
の
相
に

｢顔
｣
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
｡
詩
人
は
自
己
の
隈
想
的
世
界
を
､
｢仮
面
｣
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
統

1
さ
れ
た

一
つ
の
宇

宙
的
世
界
の
中
に
具
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
劇
的
葛
藤
も
､
当
然
､
劇
詩
の
中
に
存
在
す
る
が
､
そ

の
対
立
す
る
相
は
い
わ
ゆ
る

｢劇
｣
に
見
ら
れ
る
闘
争
を
為
す
の
で
は
な
-
､
互
い
に
克
服
さ
れ
る
こ
と
な
く
'
互

い
の
優
位
性
を
絶
え
ず
交
替
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
｡

イ
エ
イ
ツ
の
劇
に
関
し
て
'
実
際
の
舞
台
に
お
い
て
'
｢仮
面
｣
が
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
を
あ
げ
れ
た
か
ど
う
か
と
い

ぅ
こ
と
は
極
め
て
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
か
し
'
｢仮
面
｣
が
詩
人
の
哲
学
的
な
深
い
思
想
に
裏
付
け
ら
れ

た
イ
エ
イ
ツ
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
､
そ
し
て
､
イ
エ
イ
ツ
の
理
想
と
す
る
詩
的
な
演
劇
に
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

ア
メ
リ
カ
の
近
代
劇
の
祖
と
称
さ
れ
て
い
る
劇
作
家
に
ユ
ー
ジ
ン
･
オ
ニ
ー
ル
が
い
る
｡

オ
ニ
ー
ル

(
一
八
八
八
-

一
九
五
三
)
は

『稔
の
木
陰
の
欲
情
』
や

『夜
へ
の
長
い
旅
路
』
な
ど
優
れ
た
劇
を
書

き
'

一
九
三
六
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
け
た
｡
彼
の
劇
の
多
-
は
､
中
心
人
物
が
過
去
の
思
想

へ
後
戻
り
､
過

去
に
支
配
さ
れ
､
現
実
を
見
失
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
｡

オ
lT

ル
の
作
品
妃
は
'
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
や
精
神
分
析
学
者
フ
ロ
イ
ト
の
影
響
が
見
ら
れ
､

境
遇
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
人
生
は

｢夢
｣
に
過
ぎ
な
-
､
謎
め
い
て
い
る
｡
不
審
と
不

可
思
議
ば
か
り
が
満
ち
､
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
遠
い

｢過
去
｣
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
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う
で
あ
る
｡
人
間
の
将
来
ば
か
り
か
現
在
さ
え
も
見
え
な
い
｡
希
望
や
意
志
の
か
け
ら
も
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
｡
存

在
す
る
の
は

｢不
毛
｣
ば
か
り
で
あ
る
｡
オ
ニ
ー
ル
は

｢不
毛
｣
は
現
代
人
の
宿
命
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

ろ

う
｡

そ
ん
な
オ
ニ
ー
ル
の
『偉
大
な
神
ブ
ラ
ウ
ン
』
(N
in
e

P
lays,M
odern

Libraly
よ
り
)
で
は
､
仮
面
が
使
わ

れ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
演
劇
的
限
界
を
超
え
て
い
る
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
イ
エ
イ
ツ

の
劇
で
の
仮
面
は
舞
台
と
日
常
性
と
の
関
係
を
断
つ
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
か
､
そ
れ
は
イ
エ
イ
ツ
自
身
の
劇

に
対
す
る
信
念
を
理
解
し
て
お
れ
ば
､
好
み
の
問
題
は
あ
っ
て
も
､
理
解
に
困
難
な
こ
と
は
な
い
｡

オ
ニ
ー
ル
の
仮
面
は
他
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
理
解
に
困
難
で
あ
る
｡
｢仮
面
｣
に
よ
っ
て
日
常
性
と
の
関
係
を

断
つ
こ
と
が
目
的
で
は
な
-
､

1
個
の
人
間
の
二
面
性
を
分
離
表
現
し
､
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て
､

一
人
が
二
人
の

人
間
を
同
時
に
演
じ
分
け
る
た
め
に
使
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
演
じ
分
け
る
と
い
う
の
は
､
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の

｢仮

面
｣
の
よ
う
に
1
人
か
二
人
の
俳
優
が
何
役
も
こ
な
す
た
め
に
便
宜
上
被
り
分
け
る
の
で
は
な
-
'
舞
台
上
の
1
人

の
人
物
が
他
の
人
物
に
成
り
済
ま
す
と
い
う
類
い
の
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
さ
ら
に
こ
の
劇
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
が
､

｢仮
面
｣
の
表
情
が
時
間
と
と
も
に
変
化
す
る
と
い
う
仮
面
の
常
識
を
越
え
た
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
だ
け
複
雑
な
用
途
を
持
つ

｢仮
面
｣
を
実
際
の
舞
台
で
ど
う
使
い
こ
な
せ
る
か
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

ま
た
､
｢仮
面
｣
を
被
っ
て
友
人
を
装
い
､
そ
の
友
人
の
奥
さ
ん
を
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
不
自
然
さ
は
演
劇

の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
表
現
主
義
の
演
劇
は
従
来
の
演
劇
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
改
革
し

た
が
､
そ
れ
は
必
ず
観
客
の
理
解
の
許
容
範
囲
内
で
あ
っ
た
｡
オ
ニ
ー
ル
の

｢仮
面
｣
は
そ
の
許
容
範
囲
を
完
全
に
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逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
お
り
'
作
家
が
深
い
思
想
的
意
図
を
も
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
た
だ
陳
腐
な
｢仮
面
｣

の
取
り
替
え
遊
び
に
し
か
見
え
な
-
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
｡

こ
の
劇
の
中
心
人
物
は
三
人
の
若
者
で
あ
る
｡
ご
り

･
ブ
ラ
ウ
ン
と
デ
ィ
オ
ン
･
ア
ン
ト
こ
と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
で

あ
る
｡
ご
り

･
ブ
ラ
ウ
ン
は
体
格
の
よ
い
､
意
志
を
も
っ
た
善
良
な
若
者
で
あ
る
｡
見
る
か
ら
に
聡
明
そ
う
で
'
自

信
と
落
ち
着
き
が
あ
る
｡
将
来
は
建
築
士
を
目
指
し
て
い
る
｡

一
方
､
デ
ィ
オ
ン
は
芸
術
家
肌
で
絵
を
描
-
の
が
上

手
ら
し
-
､
父
母
か
ら
ご
り
に
負
け
な
い
建
築
士
に
な
れ
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
彼
は
ご
り
と
比
較
し
て

は
る
か
に
高
い
知
性
と
教
養
を
備
え
て
い
る
｡
そ
の
デ
ィ
オ
ン
に
は
二
つ
の
顔
が
あ
る
｡
そ
れ
は
素
顔
と
仮
面
を
被

っ
た
顔
で
あ
る
｡
そ
の
仮
面
の
顔
は
'
表
情
は
変
化
す
る
の
で
あ
る
が
'
ふ
だ
ん
わ
た
し
た
ち
の
夢
に
出
て
来
る
顔

を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
仮
面
が
実
際
に
俳
優
の
使
用
に
可
能
か
ど

う
か
疑
問
を
感
じ
る
｡

彼
が
素
顔
の
と
き
は
臆
病
で
生
に
た
い
し
て
不
安
を
抱
い
て
い
る
｡
こ
れ
が
デ
ィ
オ
ン
の
本
性
な
の
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
仮
面
を
付
け
る
と
生
命
､
大
地
､
自
然
を
愛
す
る
芸
術
家
か
､
聖
人
の
よ
う
に
な
る
｡
仮
面
は
陰
密
で
､

霊
的
で
､
詩
的
で
'
情
熱
的
で
あ
る
が
､
時
に
は
冷
酷
で
噸
笑
的
表
情
に
な
る
｡
そ
う
し
た
デ
ィ
オ
ン
の
二
つ
の
顔

は
引
き
裂
か
れ
た
現
代
人
の
心
を
表
象
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
十
七
歳
で
､
美
し
い
棲
刺
と
し
た
金
髪
の
夢
見
る
よ
う
な
表
情
を
し
て
い
る
｡
彼
女
は
素
顔
と

あ
ま
り
違
わ
な
い
仮
面
を
被

っ
て
い
る
｡
そ
の
場
合
､
仮
面
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
個
性
と
は
無
縁
の

｢女
性
｣
と
い

う
も
の
の
抽
象
的
性
質
を
も
つ
｡
ご
り

･
ブ
ラ
ウ
ン
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
に
恋
し
て
い
る
が
､
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
実
業
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家
タ
イ
プ
の
ブ
ラ
ウ
ン
に
は
ま
っ
た
-
目
を
と
め
ず
に
芸
術
家
の
デ
ィ
オ
ン
に
憧
れ
て
い
る
｡
ご
り

･
ブ
ラ
ウ
ン
の

内
実
に
は
ま
っ
た
く
独
創
性
と
い
う
も
の
が
無
い
こ
と
が
見
抜
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

幕
が
か
わ
る
と
ど
リ

･
ブ
ラ
ウ
ン
は
建
築
士
に
な
り
'
父
親
と
共
同
で
建
築
土
木
会
社
を
設
立
し
て
､
成
功
し
て

い
る
｡
お
金
や
世
間
の
信
望
の
す
べ
て
を
得
て
､
世
間
か
ら

｢神
｣
と
奉
ら
れ
て
い
る
｡
そ
ん
な
ご
り

･
ブ
ラ
ウ
ン

に
も
ま
ま
な
ら
な
い
も
の
が
二
つ
あ
る
｡
そ
の

一
つ
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
愛
で
あ
り
'
も
う

一
つ
は
デ
ィ
オ
ン
の
設

計
士
と
し
て
の
才
能
で
あ
る
｡
ご
り

･
ブ
ラ
ウ
ン
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
愛
を
自
分
の
も
の
に
す
る
べ
-
､
ま
た
'
デ

イ
オ
ン
の
才
能
を
奪
う
べ
く
､
デ
ィ
オ
ン
を
殺
害
す
る
｡
そ
し
て
､
デ
ィ
オ
ン
の
仮
面
を
被

っ
て
デ
ィ
オ
ン
と
な
り
､

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
愛
と
デ
ィ
オ
ン
の
才
能
を
自
分
の
も
の
と
す
る
｡
し
か
し
､
独
創
性
を
欠
き
､
空
虚
な
ど
リ

･
ブ

ラ
ウ
ン
の
内
実
は
自
己
を
追
い
詰
め
､
破
滅

へ
の
道
を
た
ど
ら
せ
る
｡

こ
の
劇
は
表
現
主
義
に
徹
し
切
っ
た
作
品
で
あ
る
｡
し
か
し
､
表
現
主
義
と
は
言
え
ど
も
､
繰
り
返
し
に
な
る
が
､

演
劇
は
本
来
､
ど
ん
な
タ
イ
プ
の
も
の
に
し
ろ
､
演
劇
の
持
つ
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
｡
そ
し

て
､
悲
劇
に
は
悲
劇
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
り
､
喜
劇
に
は
喜
劇
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る
｡
オ
ニ
ー
ル
の
よ

う
な

｢仮
面
｣
の
使
用
は
本
来
喜
劇
か
笑
劇
に
あ
る
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
｡
｢仮
面
｣
を
被

っ
て
他
人
に
成
り
済

ま
し
,
観
客
は
そ
の
偽
装
を
よ
-
知
っ
て
い
て
､
偽
装
に
編
さ
れ
た
り
､
あ
る
い
は
仮
面
に
気
付
か
ず
取
り
違
え
る

舞
台
上
の
人
物
を
見
て
笑
う
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
｡

オ
ニ
ー
ル
は
そ
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
悲
劇
に
取
り
入
れ
て
い
る
｡
A
氏
が
仮
面

一
つ
で
B
氏
に
成
り
済
ま
し
､

B
氏
の
奥
さ
ん
が
A
氏
を
夫
で
あ
る
本
気
で
思

っ
て
い
る
｡
偽
装
に
編
さ
れ
る
妻
は
笑
い
の
対
象
で
し
か
な
い
｡
し
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か
し
､
オ
ニ
ー
ル
は
ま
じ
め
な
悲
劇
的
状
況
と
し
て
受
け
取
る
よ
う
に
観
客
に
押
し
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
実
際

の
上
演
で
は
こ
う
し
た
矛
盾
が
露
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
､
実
際
の
上
演
を
考
え
ず
に
単
に
書
斎
劇
と
し
て
舞
台
の

空
間
と
時
間
を
現
実
か
ら
完
全
に
切
り
離
し
､
読
み
､
想
像
す
る
と
す
る
な
ら
ば
､
こ
の
劇
は

｢夢
｣
の
再
現
の
よ

う
に
も
思
え
､
ま
た
､
現
代
人
の
生
き
方
や
成
功
の
空
虚
さ
を
教
え
て
-
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
｡

オ
ニ
ー
ル
の

｢仮
面
｣
か
ら
考
え
る
こ
と
は
､
内
的
本
性
と
外
界
と
接
す
る

｢顔
｣
と
の
ど
ち
ら
に
人
間
の
不
変

的
真
実
が
あ
る
の
か
､
現
代
人
は
判
ら
な
-
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
錯
綜
は
､
都

市
化
が
進
む
に
つ
れ
て
個
人
は
群
衆
の
中
の
1
点
に
過
ぎ
な
-
な
っ
て
い
る
反
面
､
大
勢
の
他
人
と
絶
え
ず
接
し
､

他
人
に
顔
を
向
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
日
的
状
況
に
起
因
す
る
｡
他
人
に
向
け
て
い
る

｢顔
｣
と
自
己
の
内

実
と
は
か
な
ら
ず
L
も

一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
内
実
の
な
い

｢顔
｣
が
独
り
歩
き
し
始
め
た
ら
ど
う

な
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の

｢顔
｣
は

｢私
｣
で
は
な
い
と

｢私
｣
は
言
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
錯
綜
す
る
現
代
'

わ
た
し
た
ち
は
い
つ
の
間
に
か
私
で
あ
っ
て
私
で
な
い

｢仮
面
｣
を
被
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
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