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「
偽
り
の
自
分
」
と
は

　
「
偽
り
の
自
分
」
と
は
︑
内
心
で
は
全

然
思
っ
て
い
な
い
の
に
周
り
に
合
わ
せ
て

「
面
白
い
ね
」
と
言
っ
た
り
︑
相
手
が
偉

い
か
ら
「
尊
敬
し
て
ま
す
」
と
言
っ
た
り

す
る
よ
う
な
「
ご
ま
か
し
の
自
分
」︑「
忖

度
の
自
分
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
︒
こ
の

偽
り
の
自
分
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
と
︑

ま
る
で
誰
か
の
操
り
人
形
の
よ
う
な
人
生

に
な
っ
て
し
ま
い
︑
自
分
で
生
き
て
い
る

実
感
を
も
て
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒

　

と
は
い
え
︑
ご
ま
か
し
や
忖
度
の
自
分

は
「
本
当
の
自
分
」(

あ
り
の
ま
ま
の
自

分)

を
社
会
か
ら
守
っ
て
く
れ
て
も
い
る

の
で
︑「
偽
り
の
自
分
」
が
過
度
に
な
り

過
ぎ
な
い
程
度
に
「
卒
業
」
す
る
こ
と
が

重
要
に
な
り
そ
う
で
す
︒

『
ゆ
め
パ
の
じ
か
ん
』

　
﹃
ゆ
め
パ
の
じ
か
ん
﹄︵
重
江
良
樹
監

督
︶
と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が

あ
り
ま
す
︒

　

川
崎
市
子
ど
も
夢
パ
ー
ク
︵
通
称
「
ゆ

め
パ
」︶
と
は
︑
広
大
な
敷
地
を
も
つ
子

ど
も
の
遊
び
場
で
︑
お
手
製
の
ア
ス
レ
チ

ッ
ク
や
不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
が
通
う
ス

ペ
ー
ス
な
ど
に
分
か
れ
て
い
ま
す
︒

　

映
画
に
登
場
す
る
寡
黙
な
不
登
校
の
小

学
生
の
ミ
ド
リ
は
こ
う
言
い
ま
す
︒「
勉

強
そ
の
も
の
は
嫌
い
じ
ゃ
な
い
︒
で
も
︑

学
校
で
ノ
ー
ト
に
写
す
だ
け
の
勉
強
が
嫌

い
だ
っ
た
︒」

　

こ
の
ミ
ド
リ
の
言
葉
に
︑
偽
り
の
自
分

で
あ
り
続
け
る
こ
と
へ
の
抵
抗
を
筆
者
は

感
じ
ま
し
た
︒
小
学
校
と
い
う
社
会
で
流

れ
て
い
る
「
時
間
」
に
合
う
自
分
を
急
ご

し
ら
え
で
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

中
で
︑
ミ
ド
リ
は
偽
り
の
自
分
を
過
度
に

せ
ざ
る
を
え
ず
︑
疲
れ
て
し
ま
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
︒

　

ゆ
め
パ
は
何
者
に
も
邪
魔
さ
れ
ず
に
自

由
に
遊
ぶ
「
じ
か
ん
」︑
と
こ
と
ん
悩
む

「
じ
か
ん
」
を
保
証
し
て
く
れ
る
場
所
で

あ
り
︑
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
を

見
守
り
続
け
ま
す
︒
そ
の
中
で
ミ
ド
リ
は

木
工
と
出
会
い
︑
木
片
か
ら
鳥
の
姿
を
彫

り
出
す
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
に
没
頭
し
ま

す
︒
そ
の
姿
は
過
度
に
な
り
過
ぎ
た
偽
り

の
自
分
の
中
か
ら
本
当
の
自
分
を
掘
り
出

そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
し
た
︒

　

こ
の
映
画
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
︑

人
が
「
偽
り
の
自
分
」
を
「
卒
業
」
す
る

た
め
に
は
、
悩
め
る
場
所
と
見
守
る
人
の

中
で
体
験
す
る
「
じ
か
ん
」
が
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
︒

「
偽
り
の
自
分
」
を
失
う
こ
と

　

な
ぜ
︑
そ
の
よ
う
な
場
所
や
人
が
必
要

な
の
で
し
ょ
う
か
︒
偽
り
の
自
分
を
卒
業

す
る
こ
と
は
︑
自
分
自
身
を
喪
失
す
る
こ

と
で
も
あ
る
か
ら
で
す
︒
友
達
が
た
く
さ

ん
い
る
自
分
︑
親
の
自
慢
の
子
で
あ
る
自

分
︒
大
人
だ
っ
て
同
じ
で
す
︒
社
交
的
な

自
分
︑
組
織
で
評
価
さ
れ
る
自
分
︙
︒

　

う
ま
く
や
っ
て
い
た
自
分
や
役
割
を
失

う
こ
と
は
︑
非
常
に
耐
え
が
た
い
こ
と
で

す
︒
そ
し
て
︑
何
か
を
失
っ
た
時
︑
人
間

に
は
「
喪
の
作
業
」︵
失
っ
た
も
の
を
悲

し
む
心
の
プ
ロ
セ
ス
︶
が
必
要
に
な
り
ま

す
が
︑
そ
の
作
業
は
重
要
な
他
者
と
居
場

所
が
な
い
と
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

再
び
「
偽
り
の
自
分
」
を
つ
く
る

　

映
画
で
は
︑「
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
ダ
メ
だ

よ
」︑「
作
っ
て
い
て
楽
し
い
だ
け
で
は
な

い
世
界
が
あ
る
ん
だ
よ
」
と
︑
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
木
工
職
人
か
ら
厳
し
く
も
愛
情
深

い
言
葉
が
飛
ん
で
き
ま
す
︒
そ
う
し
て

「
じ
か
ん
」
の
中
に
厳
し
く
責
任
が
求
め

ら
れ
る
大
人
の
「
時
間
」
が
入
り
込
み
︑

せ
め
ぎ
合
い
が
生
じ
る
中
で
︑
本
当
の
自

分
を
守
る
た
め
の
偽
り
の
自
分
が
ゆ
っ
く

り
と
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
︒

　

筆
者
は
こ
の
ゆ
っ
く
り
と
が
ミ
ソ
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
︒
急
激
で
は
な
く
︑
ゆ
っ

た
り
と
つ
く
ら
れ
る
偽
り
の
自
分
は
︑
過

度
で
人
生
に
虚
し
さ
を
も
た
ら
す
も
の
で

は
な
く
︑
適
度
で
本
当
の
自
分
を
守
っ
て

く
れ
る
も
の
に
な
り
う
る
か
ら
で
す
︒

　

子
ど
も
も
大
人
も
︑
生
活
の
中
の
「
時

間
」
と
「
じ
か
ん
」
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

「
偽
り
の
自
分
」
と
「
本
当
の
自
分
」
の

バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
人
生
を

豊
か
に
し
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒


