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鏡
に
写
る
顔
に
時
の
経
過
を
思

い
知
ら
さ
れ
、
節
々
の
痛
み
が
日

常
と
な
り
、
油
っ
こ
い
食
べ
物
が

苦
手
に
な
っ
て
き
た
今
日
こ
の
ご

ろ
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
若
さ
に
目

が
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

「
若
い
と
い
う
の
は
す
ば
ら
し

い
こ
と
だ
」
、
「
若
者
に
は
将
来
が

あ
る
」、
果
て
は
「
若
い
と
き
に
戻

り
た
い
」
等
々
、
若
者
を
た
た
え

る
言
葉
は
数
々
あ
る
。
そ
れ
に
ひ

き
か
え
年
寄
に
対
す
る
も
の
は
、

長
寿
を
た
た
え
る
言
葉
ぐ
ら
い
し

か
浮
か
ば
な
い
。 

 

は
た
し
て
、
若
さ
は
そ
ん
な
に

よ
く
て
、
年
を
と
る
と
は
そ
ん
な

に
つ
ま
ら
な
い
こ
と
か
。
因
み
に

私
は
、
若
さ
を
う
ら
や
ま
し
く
は

思
っ
て
も
、「
若
い
と
き
に
戻
り
た

い
」
と
は
思
わ
な
い
。 

 

「
若
い
と
い
う
の
は
す
ば
ら
し

い
こ
と
だ
」
と
い
う
こ
と
を
、
若

い
人
自
身
が
口
に
す
る
こ
と
は
ま

ず
な
い
。
若
さ
は
健
康
と
同
様
、

失
っ
て
は
じ
め
て
気
付
く
も
の
。

そ
の
真
っ
只
中
に
い
る
者
は
、
若

さ
の
有
難
み
な
ど
、
さ
し
て
感
じ

て
は
い
な
い
。 

 

「
若
者
に
は
将
来
が
あ
る
」
の

は
、
成
長
と
い
う
変
化
を
見
込
ま

れ
る
若
者
の
特
典
で
あ
り
、
向
上

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
但
し

そ
れ
は
、
追
い
求
め
る
ほ
ど
大
な

る
苦
痛
を
も
た
ら
す
。
不
確
か
な

明
日
の
た
め
、
今
日
を
犠
牲
に
し

い
ま
の
自
分
を
否
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
苦
し
み
で
あ
る
。
こ
の

点
、
成
長
の
時
期
を
と
う
に
過
ぎ

た
年
寄
は
、
い
ま
の
自
分
を
生
き

る
し
か
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
苦

し
み
か
ら
は
免
れ
て
い
る
。 

 
い
ま
の
自
分
を
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
自
分
の
き
ら
い
な
部
分

も
否
定
し
な
い
で
、
自
身
の
個
性

と
し
て
受
け
容
れ
て
い
く
こ
と
。

そ
れ
は
若
い
こ
ろ
に
は
無
理
で
あ

っ
た
が
、
還
暦
を
迎
え
た
こ
ろ
か

ら
そ
う
で
も
な
く
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
ま
で
欠
点
と
し
か
見
え
な
か

っ
た
こ
と
に
プ
ラ
ス
面
を
見
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

他
の
人
の
「
欠
点
」
に
対
す
る
見

方
も
同
様
で
あ
る
。 

 

勤
め
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
ち
ば

ん
あ
り
が
た
い
こ
と
は
、
自
分
が

自
分
で
い
ら
れ
る
自
由
。
こ
れ
か

ら
が
本
当
の
自
分
の
人
生
で
は
、

と
さ
え
思
う
。
こ
う
し
た
思
い

は
、
い
ま
の
自
分
を
受
け
容
れ
る

こ
と
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ

う
。
私
が
「
若
い
と
き
に
戻
り
た

い
」
と
は
思
わ
な
い
理
由
は
、
ど

う
や
ら
こ
の
辺
に
あ
り
そ
う
だ
。 

 

各
自
が
自
由
に
描
け
る
場
面
な

だ
け
に
、
第
二
の
人
生
の
濃
淡
は

自
分
次
第
。
水
の
流
れ
の
ご
と
く

低
き
を
求
め
て
ば
か
り
で
い
る

と
、
ボ
ケ
の
進
行
を
速
め
、
そ
れ

こ
そ
自
分
が
自
分
で
し
か
い
ら
れ

な
い
な
ん
て
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。 

 

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
ぴ
っ
た

り
の
標
語
に
最
近
出
会
っ
た
。
中

で
も
三
番
目
が
い
い
。 

汗
カ
ク 

字
を
カ
ク 

恥
を
カ
ク 
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先
日
、
電
車
に
乗
っ
て
つ
り
革

に
つ
か
ま
り
ボ
ン
ヤ
リ
と
景
色
を

眺
め
て
い
た
ら
、
前
の
席
に
座
っ

て
い
た
20
歳
に
少
し
前
位
の
青

年
が
意
を
決
し
た
様
に
立
ち
上
が

り
、
私
に
「
ど
う
ぞ
」
と
席
を
譲

っ
て
く
れ
た
。 

 

私
は
、
普
段
か
ら
、
電
車
で
は

な
る
べ
く
座
ら
な
い
様
に
し
て
お

り
（
健
康
の
た
め
だ
と
か
何
と
か

理
屈
を
つ
け
て
い
る
が
、
本
当
は

私
が
人
に
席
を
譲
る
の
が
面
倒
だ

か
ら
で
あ
る
）
こ
の
時
も
「
有
難

う
。
だ
け
ど
僕
は
な
る
べ
く
立
つ

こ
と
に
し
て
い
る
か
ら
」
と
言
っ

て
断
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

青
年
は
、「
そ
う
で
す
か
」
と

言
っ
て
ま
た
座
っ
て
ゲ
ー
ム
機
を 

取
り
出
し
て
操
作
を
始
め
た
が
何

と
な
く
ガ
ッ
カ
リ
し
た
様
子
に
感

じ
ら
れ
た
。
そ
の
様
子
を
み
て
私

は
「
し
ま
っ
た
」
と
思
っ
た
。 
 

青
年
は
、
目
の
前
の
老
人
に
席

を
譲
る
こ
と
に
か
な
り
の
勇
気
を 

要
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
し
て
老
人
は
当
然
喜
ん
で
座

る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
老
人
は

断
っ
て
き
た
。
青
年
は
拍
子
抜
け

し
、
そ
し
て
「
な
ん
だ
、
こ
ん
な

こ
と
な
ら
余
計
な
こ
と
を
す
る
ん

で
は
な
か
っ
た
」
と
思
っ
た
ろ
う
。 

老
人
が
喜
ん
で
座
っ
て
く
れ
れ
ば

青
年
は
そ
の
日
一
日
、
明
る
い
気

持
ち
で
過
ご
せ
た
だ
ろ
う
に
そ
の

逆
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。 

 
そ
れ
や
こ
れ
や
で
私
は
大
い
に

反
省
し
、
次
の
駅
で
黙
っ
て
降
り

て
い
っ
た
青
年
に
心
の
中
で
謝
っ

た
次
第
で
あ
る
。 
 

青
年
よ
、
私
は
こ
れ
か
ら
は
若

い
人
か
ら
「
ど
う
ぞ
」
と
言
わ
れ

た
ら
喜
ん
で
受
け
る
こ
と
に
す
る
。 

 
 

だ
か
ら
君
も
、
今
度
の
こ
と
に

懲
り
ず
に
ど
う
か
人
の
た
め
に
席

を
譲
っ
て
や
っ
て
く
れ
た
ま
え
。 

 
 
 
 
 

(

白
銀 

菊
地
一
男) 

     

    

江
戸
時
代
は
、
士
農
工
商
の
身 

分
制
度
や
重
い
年
貢
、
飢
饉
な
ど

か
ら
、
暗
く
、
停
滞
し
た
時
代
と

思
わ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、「
暗

黒
の
時
代
」
と
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
色
鮮
や
か
な 

浮
世
絵
や
江
戸
仕
草
の
洗
練
さ
れ 

た
所
作
な
ど
、
文
化
の
香
り
が
高

く
、
豊
か
で
は
な
い
が
貧
し
く
も 

な
い
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

例
え
ば
、
教
育
面
で
は
、
多
く 

の
子
供
た
ち
が
寺
小
屋
に
通
い
、 

天
保
年
間
（
19

世
紀
半
ば
）
は
、 

一
説
で
寺
小
屋
の
数
は
全
国
で
１ 

万
５
千
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の 

結
果
、
識
字
率
は
70

％
に
も
達

し
、
当
時
の
工
業
国
で
あ
る
イ
ギ

リ
ス
の
20

％
台
と
比
べ
て
も
世

界
で
突
出
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。 

 
寺
小
屋
の
教
師
の
遺
徳
を
偲
ぶ 

筆
子
塚
も
数
多
く
建
て
ら
れ
、
子

供
た
ち
に
対
す
る
熱
心
な
教
育
が 

行
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
江
戸
時
代
は
「
融
通
の 

効
く
」、「
社
会
で
同
じ
認
識
を
持

っ
た
」
時
代
で
も
あ
っ
た
。 

 

例
え
ば
、
同
一
人
に
も
関
わ
ら

ず
、
本
文
中
に
「
重
左
衛
門
」、,

文
末
の
署
名
に
「
十
左
衛
門
」
と 

書
い
た
が
、
同
じ
読
み
の
た
め
問

題
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
借
用
証

文
に
は
「
世
間
並
の
利
息
を
も
っ

て
支
払
う
」
と
書
く
場
合
が
あ
っ

た
が
、
貸
手
と
借
手
に
暗
黙
の
共

通
認
識
が
あ
り
、「
お
天
道
さ
ま

に
顔
向
け
で
き
る
利
息
」
と
了
解

し
て
い
た
。
文
書
主
義
を
取
る
私

た
ち
は
奇
異
に
感
じ
る
が
、
融
通

の
効
く
、
同
じ
認
識
を
共
有
す
る

社
会
と
言
う
の
も
悪
く
は
な
い
よ

う
だ
。 

 

今
の
私
た
ち
時
代
は
、「
勝
ち

組
と
負
け
組
」
や
「
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
」
な
ど
の
若
年
層
の
閉
塞
感
、

社
会
保
障
費
の
増
加
と
そ
の
負
担

感
等
の
社
会
の
歪
み
が
噴
出
し
て

い
る
が
、
江
戸
時
代
の
仕
組
み
や

生
き
方
を
知
り
、
少
し
視
点
を
変

え
て
み
る
の
も
役
に
立
つ
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 

（
鏑
木
町 

木
村
克
俊
） 
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「
江
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断
つ
、
捨
て
る
、
離
れ
る
、

『
断
捨
離
』。
本
当
に
必
要
な
も

の
だ
け
、
ガ
ラ
ク
タ
に
囲
ま
れ
な

い
生
活
。
耳
が
痛
く
聞
こ
え
た
言

葉
で
、
我
が
家
に
一
石
を
投
じ
た

本
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
ま
で
何
度
も
、
折
に
ふ
れ

押
し
入
れ
を
、
引
き
出
し
を
、
開

け
て
は
捨
て
ら
れ
ず
、
場
所
は
替

え
て
も
、
ま
た
も
と
へ
戻
す
。
そ

ん
な
こ
と
の
繰
り
返
し
。
も
っ
た

い
な
い
、
い
つ
か
ま
た
使
う
か
も
、

と
り
あ
え
ず
は
取
っ
て
お
こ
う
。

服
だ
っ
て
流
行
は
リ
バ
イ
バ
ル
す

る
、
い
つ
か
又
着
ら
れ
る
。
流
行

は
巡
っ
て
も
、
私
の
体
型
は
ど
う

だ
ろ
う
か
と
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー

ク
が
点
灯
す
る
。 

 

あ
れ
も
こ
れ
も
過
ぎ
去
っ
た
年

月
の
証
で
あ
り
、
そ
れ
を
手
放
す

の
は
、
後
ろ
髪
を
引
か
れ
、
又
、

罪
悪
感
さ
え
も
感
じ
、
捨
て
る
に

捨
て
ら
れ
ず
に
い
た
。
こ
ん
な
自

分
を
心
の
ど
こ
か
で
納
得
さ
せ
て

い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。 

 

夫
婦
二
人
だ
け
の
生
活
に
な
る

と
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
物
は
必
要

と
し
な
く
な
る
。
物
に
占
領
さ
れ

な
が
ら
も
見
慣
れ
す
ぎ
て
、
居
心

地
の
悪
い
空
間
の
中
で
、
自
分
を

ご
ま
か
し
て
過
ご
し
て
い
る
日
々

で
あ
る
。 

 

大
事
な
そ
の
想
い
だ
け
、
心
の

中
に
大
切
に
し
ま
っ
て
、
物
へ
の

執
着
か
ら
は
離
れ
、
身
の
回
り
を

ス
ッ
キ
リ
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
は
、
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
に
も
、

き
っ
と
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
常

に
責
任
、
選
択
を
問
い
か
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。 
 

こ
こ
で
、
重
い
お
尻
を
上
げ
、

腕
ま
く
り
を
し
て
、
こ
れ
ま
で
の

我
が
家
の
道
程
を
ゆ
っ
く
り
振
り

返
り
な
が
ら
、
整
理
整
頓
、
物
ダ

イ
エ
ッ
ト
を
開
始
し
て
、
ス
マ
ー

ト
に
な
り
、
心
地
よ
く
住
め
る
よ

う
に
計
画
し
て
い
る
。 

（
白
銀 

灰
谷
由
利
子
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２
０
０
６
年
３
月
27

日
の
深

川
ス
タ
ー
ト
か
ら
２
０
０
９
年

10
月
15
日
の
岐
阜
大
垣
の
ゴ
ー

ル
ま
で
三
ヶ
年
半
か
け
て
二
人
の

友
と
奥
の
細
道
を
無
事
に
完
歩
し

た
。
こ
れ
に
感
謝
し
、
芭
蕉
稲
荷

と
芭
蕉
庵
史
跡
公
園
の
芭
蕉
像
に

お
礼
参
り
に
行
っ
た
。 

隅
田
川
を
見
下
ろ
す
展
望
公
園

か
ら
の
眺
望
が
す
ば
ら
し
く
、
浅

草
か
ら
浜
離
宮
へ
の
遊
覧
船
が
ゆ

っ
た
り
と
紅
葉
で
彩
ら
れ
た
隅
田

川
を
下
っ
て
い
た
。 

日
光
街
道
は
日
帰
り
で
歩
き
、

奥
州
街
道
か
ら
は
一
泊
二
日
、
そ

し
て
福
島
か
ら
仙
台
、
平
泉
、
山

形
、
酒
田
、
秋
田

あ

き

た

象
潟

き
さ
か
た

の
蚶か

ん

満
寺

ま

ん

じ

、

新
潟
出
雲
崎
、
山
中
温
泉
、
永
平

寺
、
結
び
の
岐
阜
大
垣
ま
で
は
二

泊
三
日
で
芭
蕉
句
碑
を
巡
っ
た
。

１
日
平
均
25

キ
ロ
の
歩
行
で
、

次
第
に
足
裏
が
丈
夫
に
な
っ
た
が
、

三
年
目
の
永
平
寺
を
通
過
す
る
頃

か
ら
三
人
の
誰
か
が
、
足
腰
の
不

調
を
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
互

い
に
労
り
、
友
情
を
確
か
め
合
っ

た
こ
と
が
、
走
馬
灯
の
ご
と
く
思

い
だ
さ
れ
る
。 

「
行
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は

泪
」
か
ら
「
蛤
の
ふ
た
み
に
別
れ

行
く
秋
ぞ
」
ま
で
訪
れ
た
名
所
旧

跡
、
歴
史
上
の
人
物
や
出
来
事
と

の
出
合
い
は
大
変
有
意
義
で
あ
っ

た
。 帰

路
、
地
下
鉄
木
場
駅
に
向
か

う
途
中
で
、
都
緑
化
公
園
を
通
過

し
て
木
場
の
高
速
道
路
上
の
つ
り

橋
か
ら
完
成
近
い
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

が
見
え
た
。
小
春
日
和
に
包
ま
れ

た
晩
秋
を
ゆ
っ
く
り
、
の
ん
び
り

と
過
ご
す
こ
と
が
出
来
た
。 

今
回
の
お
礼
参
り
の
企
画
し
た

友
人
に
感
謝
し
、
次
回
は
小
生
が

皆
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
計
画
を

考
え
て
い
る
。 

(

南
臼
井
台 

嶋
田
勝
己) 

      

物
ダ
イ
エ
ッ
ト 

奥
の
細
道
紀
行
の 

 
 
 
 

お
礼
参
り
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菊
池
さ
ん
の
作
品
を
読
ん
で
、
久

し
振
り
に
、
人
の
心
の
思
い
や
り
に

心
を
打
た
れ
ま
し
た
。
こ
の
様
な
作

品
を
読
ん
だ
方
が
、
心
を
動
か
さ
れ
、

そ
れ
な
り
に
、
感
動
を
波
紋
の
よ
う

に
更
に
広
げ
て
行
く
こ
と
だ
ろ
う
と 

思
い
ま
す
。 

 

昨
今
、
江
戸
時
代
が
、
見
直
さ
れ

て
お
り
、
封
建
時
代
と
い
う
言
葉
で

十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
葬
り
去
ら
れ
て

い
た
も
の
が
、
実
は
い
か
に
合
理
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 
 

柔
ら
か
な
日
差
し
を
受
け
て
、
と

り
ど
り
の
花
に
彩
ら
れ
る
庭
先
や
路

地
。
川
原
の
土
手
や
田
ん
ぼ
の
畦
に

も
た
く
さ
ん
の
野
草
。
精
一
杯
の
自

己
主
張
を
し
な
が
ら
花
を
付
け
て
い

る
。
雑
木
林
や
斜
面
林
が
、
最
も
豊

か
な
表
情
を
見
せ
る
の
も
こ
の
季
節
。

黄
色
に
黄
緑
、
赤
や
橙
、
白
い
も
の

も
あ
る
。
一
斉
に
芽
吹
く
若
葉
の
微

妙
な
変
化
が
美
し
い
。
常
緑
樹
も
負

け
て
い
な
い
。
も
こ
も
こ
と
、
ま
る
で

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
よ
う
に
、明
る
い
緑

の
塊
が
盛
り
上
が
る
。ひ
と
き
わ
目
を

引
く
ス
ダ
ジ
イ
の
新
緑
で
あ
る
。 

 

爛
漫
の
春
、
ま
さ
に
「
山
笑
う
」
季

節
の
到
来
だ
。 

 

東
日
本
大
震
災
か
ら
二
ヶ
月
。深
い

悲
し
み
に
覆
わ
れ
た
被
災
地
に
も
、山

笑
う
春
は
必
ず
や
っ
て
く
る
こ
と
を
信

じ
、長
く
険
し
い
復
興
へ
の
道
を
進
ん

で
い
こ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
松
山
洋
子
） 

か
つ
経
済
的
な
諸
制
度
が
庶
民
生
活

に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
、木
村
さ

ん
の
作
品
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

全
体
を
的
確
に
把
握
し
な
い
と
、

「
断
捨
離
」
は
、
物
品
で
も
、
心
の
問

題
で
も
、世
渡
り
に
お
い
て
も
難
し
い

事
で
す
ね 

 

三
年
間
の
「
奥
の
細
道
」
紀
行
お
疲

れ
さ
ま
。こ
の
経
験
が
今
後
の
人
生
に

一
味
加
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
信

じ
ま
す
。結
果
報
告
を
お
待
ち
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
服
部
一
宏
） 

5月の黒板 
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あ
と
が
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