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【
要
旨
】

谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
で
は
、
映
画
を
題
材
と
し
て
用
い
た
場
合
、
人
格
や

物
語
世
界
の
分
裂
が
見
ら
れ
、
演
劇
を
題
材
と
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
重
ね

合
わ
せ
、
同
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
従
来
の
論
で
指
摘

さ
れ
て
き
た
よ
う
に
こ
れ
ら
の
現
象
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
の
影
響
が

見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
分
裂
や
重
ね
合
わ
せ

が
あ
る
時
期
以
降
消
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
消
滅
の
時
期
は
日

本
で
ト
ー
キ
ー
映
画
が
普
及
す
る
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
谷
崎
の
小
説
の

変
化
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
と
対
象
認
識
の
あ
り
方
に
つ
な
が
り
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

谷
崎
潤
一
郎
、
映
画
、
サ
イ
レ
ン
ト
、
ト
ー
キ
ー
、
分
裂
、
重
ね
合
わ
せ

一
．
は
じ
め
に

谷
崎
潤
一
郎
は
一
時
期
実
際
の
映
画
の
製
作
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ

の
た
め
も
あ
っ
て
、
映
画
と
谷
崎
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
は
多
い
。
し
か
し
、

谷
崎
の
作
品
に
お
け
る
人
間
認
識
、
世
界
認
識
と
映
画
と
の
関
係
を
論
じ
た
も

の
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
稿
の
（
一
）1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
谷

崎
の
作
品
に
お
け
る
作
中
人
物
の
人
格
の
分
裂
と
映
画
と
の
関
係
を
指
摘
し
た

先
行
研
究
は
存
在
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
単
純
な
指
摘
に
止
ま
り
、
内
実
に

つ
い
て
追
究
し
た
も
の
は
管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
本

稿
で
は
、
映
画
の
登
場
と
そ
の
変
遷
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
史
的
な
現
象
が
、
大
正

期
以
後
の
小
説
に
見
ら
れ
る
人
間
認
識
、
世
界
認
識
―
―
人
格
や
世
界
の
分
裂

と
い
っ
た
形
で
現
れ
る
対
象
認
識
の
あ
り
か
た
―
―
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て

い
る
か
を
谷
崎
潤
一
郎
と
い
う
最
も
映
画
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
に
敏
感
で
あ
っ

た
作
家
に
お
い
て
跡
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
。
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さ
て
、
こ
の
稿
の
（
一
）
に
お
い
て
、
谷
崎
の
作
品
中
、
映
画
を
題
材
と

し
た
も
の
、
あ
る
い
は
映
画
の
登
場
す
る
も
の
で
は
、
多
く
の
場
合
、
作
中

人
物
の
人
格
に
分
裂
を
生
じ
、
私
の
知
ら
な
い
私
―
―
〈
も
う
一
人
の
私
〉

が
作
中
に
出
現
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
〈
も
う
一
人
の
私
〉
の
出
現
に
伴
っ

て
〈
も
う
一
つ
の
世
界
〉
と
も
言
え
る
よ
う
な
空
間
を
生
じ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
そ
う
し
た
作
品
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
人
面
疽
」
（
大

正
七
〔
一
九
一
八
〕
年
三
月
『
新
小
説
』
）
に
つ
い
て
論
じ
た
。

ま
た
、
演
劇
を
題
材
と
し
た
「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
（
大
正
八
〔
一
九
一
九
〕

年
五
月
『
中
央
公
論
』
）
に
お
い
て
は
、
作
品
内
現
実
と
作
中
作
で
あ
る
戯
曲

の
世
界
と
い
う
本
来
異
な
る
水
準
に
あ
る
二
つ
の
世
界
で
人
物
た
ち
が
同
じ

行
動
を
と
る
と
い
う
形
で
、
人
物
及
び
世
界
の
重
ね
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
同

化
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。

映
画
に
関
係
す
る
作
品
と
演
劇
に
関
係
す
る
作
品
と
で
、
対
照
的
な
現
象
が

見
ら
れ
る
と
い
う
単
純
な
図
式
を
一
応
取
り
出
し
て
み
た
の
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ

こ
と
は
さ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
谷
崎
作
品
に
見
ら
れ
る
分
裂
と

重
ね
合
わ
せ
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
は
「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
以
降
の
、
演
劇
と
縁
の
深
い
作
品
の
幾
つ
か

に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

二
．
重
ね
合
わ
せ

「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
以
降
、
演
劇
と
関
係
の
深
い
作
品
と
し
て
例
え
ば
「
蓼

喰
ふ
蟲
」（
昭
和
三
〔
一
九
二
八
〕
年
一
二
月
～
四
〔
一
九
二
九
〕
年
六
月
『
大

阪
毎
日
新
聞
』、『
東
京
日
日
新
聞
』）、「
吉
野
葛
」（
昭
和
六
〔
一
九
三
一
〕
年

一
月
―
二
月
『
中
央
公
論
』）、「
蘆
刈
」（
昭
和
七
〔
一
九
三
二
〕
年
一
一
月
―

一
二
月
『
改
造
』）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
お

い
て
も
、
作
中
人
物
、
あ
る
い
は
作
品
世
界
の
重
ね
合
わ
せ
と
い
う
現
象
が
見

ら
れ
る
の
は
、
演
劇
と
の
関
係
に
お
い
て
興
味
深
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ど
れ
も
著
名
な
作
品
な
の
で
、
取
り
立
て
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
が
、

「
蓼
喰
ふ
蟲
」
で
は
、
ま
ず
主
人
公
の
義
父
の
妾
で
あ
る
《
お
久
》
と
、
文

楽
《
小
春
治
兵
衛
》
で
人
形
が
演
じ
る
小
春
と
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
《
お

久
の
橫
鬢
と
、
舞
臺
の
小
春
と
を
等
分
に
眺
め
た
。
い
つ
も
は
眠
い
や
う
な
、

も
の
う
げ
な
顏
の
持
ち
主
で
あ
る
お
久
の
何
處
や
ら
に
小
春
と
共
通
な
も

の
ゝ
あ
る
の
が
感
ぜ
ら
れ
た
》2
と
い
う
よ
う
な
形
で
あ
る
。
ま
た
人
形
を
通

じ
て
、
封
建
時
代
の
世
の
人
々
と
《
お
久
》
と
が
重
ね
ら
れ
て
も
い
る
。

ふ
と
、
要
は
あ
ゝ
云
ふ
暗
い
家
の
奥
の
暖
簾
の
か
げ
で
日
を
暮
ら
し
て

ゐ
た
昔
の
人
の
面
ざ
し
を
偲
ん
だ
。
さ
う
云
へ
ば
あ
ゝ
云
ふ
所
に
こ
そ
、

文
樂
の
人
形
の
や
う
な
顏
立
ち
を
持
つ
た
人
た
ち
が
住
み
、
あ
の
人
形

芝
居
の
や
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
（
中
略
）
今
か
ら
五
十

年
も
百
年
も
前
に
、
ち
や
う
ど
お
久
の
や
う
な
女
が
、
あ
の
着
物
で
あ

の
帶
で
、
春
の
日
な
か
を
辨
當
包
み
を
提
げ
な
が
ら
、
矢
張
此
の
路
を

河
原
の
芝
居
へ
通
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
又
あ
の
格
子
の
中

で
「
ゆ
き
」
を
弾
い
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ま
こ
と
に
お
久
こ
そ
は

封
建
の
世
か
ら
拔
け
出
し
て
き
た
幻
影
だ
つ
た
。
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《
要
》
の
義
父
は
こ
の
《
人
形
の
や
う
な
女
を
連
れ
て
、
人
形
芝
居
の
や

う
な
扮
裝
で
、
わ
ざ
〳
〵
淡
路
ま
で
古
い
人
形
を
搜
し
に
》
行
く
、
と
い
う

こ
と
は
つ
ま
り
こ
の
老
人
の
生
活
が
ま
た
、
人
形
芝
居
と
重
ね
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
《
要
》
は
《
更
に
十
年
も
立
つ
う
ち
に
は
自
分
も
そ
つ
く
り
此
の
老

人
の
歩
ん
だ
道
を
辿
る
や
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
お
久
の
や
う

な
妾
を
お
い
て
、
腰
に
金
唐
革
の
煙
草
入
れ
を
提
げ
、
蒔
繪
の
辨
當
箱
を
持

つ
て
芝
居
見
物
に
來
る
や
う
な
ふ
う
に
、
…
…
…
》
と
、
老
人
の
生
活
へ
の

傾
斜
を
語
り
、
作
品
の
終
わ
り
近
く
で
、
老
人
が
留
守
に
し
た
そ
の
妾
宅
で

《
か
う
し
て
風
呂
に
漬
か
つ
て
ゐ
る
此
處
の
家
が
、
す
で
に
第
二
の
妻
を
迎
へ

た
自
分
の
新
居
で
あ
る
や
う
な
愚
か
し
い
空
想
が
湧
く
の
で
あ
つ
た
》
と
、

老
人
と
同
化
し
た
感
覚
を
持
つ
に
至
る
。

こ
の
作
品
に
谷
崎
の
日
本
回
帰
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
の

論
者
の
意
見
を
引
く
ま
で
も
な
く
明
瞭
な
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
作
中
で
は

〈
日
本
〉
を
代
表
す
る
の
は
義
父
が
愛
好
す
る
趣
味
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の

中
心
に
は
人
形
芝
居
が
あ
り
、
人
形
に
重
ね
ら
れ
る
お
久
が
あ
り
、
ま
た
義

父
が
所
有
す
る
薄
暗
い
妾
宅
が
あ
る
。
対
し
て
〈
西
洋
〉
を
代
表
す
る
と
思

わ
れ
る
の
は
神
戸
の
山
手
に
あ
る
《
ミ
セ
ス
・
ブ
レ
ン
ト
》
の
娼
館
で
あ
る
。

こ
の
《
開
港
當
時
に
立
て
ら
れ
た
か
と
思
は
れ
る
》
洋
館
に
ル
イ
ズ
と
い
う

《
要
》
の
馴
染
み
の
女
が
お
り
、
《
一
言
に
し
て
云
ふ
と
此
の
女
は
、
ホ
リ
ー

ウ
ツ
ド
の
ス
タ
ア
ど
も
の
寫
眞
と
、
た
ま
に
は
鈴
木
傳
明
や
岡
田
嘉
子
の
肖

像
な
ど
を
所
嫌
は
ず
ピ
ン
で
留
め
て
あ
る
薔
薇
色
の
壁
紙
に
包
ま
れ
た
中
に

住
ん
で
》
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
こ
の
〈
西
洋
〉
は
映
画
と
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
。

谷
崎
の
西
洋
理
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
浅
薄
さ
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
例
え
ば
中
村
光
夫
の
次
の
よ
う
な
評
言
は
代
表
的
な
も
の
か
と
思

わ
れ
る
。
「
彼
に
と
っ
て
「
西
洋
」
と
は
「
整
然
た
る
街
衢
、
清
潔
な
ペ
ー

ヴ
メ
ン
ト
、
美
し
い
洋
館
の
家
並
」
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、

こ
の
地
球
上
の
ど
こ
に
も
「
欧
羅
巴
」
は
で
き
あ
が
る
わ
け
で
あ
っ
た
の
で

す
」3
と
、
中
村
は
谷
崎
の
西
洋
理
解
の
表
層
性
と
で
も
言
う
べ
き
側
面
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
中
村
は
ま
た
「
彼
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
は
、

そ
れ
を
生
ん
だ
自
然
と
も
、
ま
た
そ
こ
に
培
わ
れ
た
思
考
と
も
切
り
は
な
さ

れ
た
外
面
的
な
形
態
の
み
で
あ
り
、
植
民
地
と
は
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
文
化

の
外
形
が
、
純
粋
な
人
工
と
し
て
、
異
な
っ
た
気
候
風
土
の
も
と
に
移
植
さ

れ
た
も
の
で
す
」4
と
、
谷
崎
が
西
洋
を
そ
の
外
面
に
お
い
て
の
み
理
解
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
四
方
田
犬
彦
氏
は
谷
崎
の
西
洋
理
解
に
関
し
て

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
が
影
を
落
と
し
て
い
た
」5
と
述
べ
て
い
る
が
、
谷
崎
の

イ
メ
ー
ジ
す
る
西
洋
に
映
画
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
作
品
や

随
筆
か
ら
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
洋
を
「
外
面
的
な
形
態
」
に
お
い

て
理
解
し
て
い
た
と
い
う
そ
の
浅
薄
さ
も
、
映
画
と
の
関
係
か
ら
考
え
れ
ば

理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
蓼
喰
ふ
蟲
」
で
は
、
西
洋
的
な
も
の
へ
の
嗜
好
か
ら
、
老
人
の
周
囲
に
あ

る
日
本
の
《
封
建
の
世
》
を
思
わ
せ
る
文
化
へ
と
主
人
公
《
要
》
が
傾
斜
し

て
い
く
わ
け
だ
が
、
同
時
に
映
画
か
ら
人
形
芝
居
へ
と
い
う
嗜
好
の
変
化
も

示
さ
れ
て
い
る
事
に
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
老
人
に
誘
わ

れ
て
人
形
浄
瑠
璃
を
見
る
《
要
》
の
感
覚
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
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西
鶴
や
近
松
の
描
く
女
性
は
、
い
ぢ
ら
し
く
、
や
さ
し
く
、
男
の
膝
に

泣
き
く
づ
ほ
れ
る
女
で
あ
つ
て
も
、
男
の
方
か
ら
膝
を
屈
し
て
仰
ぎ
視

る
や
う
な
女
で
は
な
い
。
だ
か
ら
要
は
歌
舞
伎
芝
居
を
見
る
よ
り
も
、

ロ
ス
・
ア
ン
ジ
エ
ル
ス
で
拵
へ
る
フ
イ
ル
ム
の
方
が
好
き
で
あ
つ
た
。

（
中
略
）

そ
れ
が
今
日
は
ど
う
云
ふ
譯
か
最
初
に
舞
臺
を
見
入
つ
た
時
か
ら
さ
う

反
感
を
起
す
で
も
な
く
、
自
然
に
す
ら
〳
〵
と
淨
曲
の
世
界
へ
い
ざ
な

は
れ
て
、
（
中
略
）
―
―
―
世
話
格
子
で
下
手
を
仕
切
つ
た
お
定
ま
り
の

舞
臺
装
置
を
見
る
と
、
暗
く
じ
め
〳
〵
し
た
暗
さ
の
中
に
何
か
お
寺
の

内
陣
に
似
た
奧
深
さ
が
あ
り
、
厨
子
に
入
れ
ら
れ
た
古
い
佛
像
の
圓
光

の
や
う
に
く
す
ん
だ
底
光
り
を
放
つ
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ

の
映
畫
の
や
う
な
晴
れ
〴
〵
し
い
明
る
さ
と
は
違
つ
て
、
う
つ
か
り
し

て
ゐ
れ
ば
見
過
ご
し
て
し
ま
ふ
ほ
ど
、
何
百
年
も
の
傳
統
の
埃
の
中
に

埋
ま
つ
て
佗
び
し
く
ふ
る
へ
て
ゐ
る
光
だ
け
れ
ど
も
。
…
…
…

映
画
の
《
晴
れ
〴
〵
し
い
明
る
さ
》
か
ら
《
じ
め
〳
〵
し
た
暗
さ
》
へ

の
志
向
が
示
さ
れ
て
い
る
点
、
多
分
に
後
年
の
「
陰
翳
禮
讃
」（
昭
和
八

〔
一
九
三
三
〕
年
一
二
月
―
九
〔
一
九
三
四
〕
年
一
月
『
經
濟
往
來
』）
を
思
わ

せ
る
。
そ
の
《
暗
さ
》
へ
の
指
向
は
、
映
画
か
ら
の
転
換
と
し
て
表
れ
て
い
る

こ
と
に
は
注
意
し
た
い
が

6
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
映
画
的
な
〈
西
洋
〉
か

ら
人
形
芝
居
的
な
〈
日
本
〉
へ
と
い
う
指
向
を
持
つ
作
品
に
お
い
て
、
先
に
述

べ
た
よ
う
な
人
物
と
人
形
の
、
あ
る
い
は
人
物
間
の
重
ね
合
わ
せ
と
い
う
現
象

が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

五
味
渕
典
嗣
氏
は
谷
崎
の
日
本
回
帰
を
、
一
九
三
〇
年
代
の
思
想
状
況
と

の
関
係
で
考
察
し
て
い
る

7
。
氏
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
文
化

論
、
例
え
ば
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
『
日
本
美
の
再
発
見
』
（
一
九
三
九

年
）
、
和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』
（
一
九
三
五
年
）
、
保
田
与
重
郎
の
『
日
本
の

橋
』
（
一
九
三
六
年
）
な
ど
は
「
ま
る
で
は
か
っ
た
よ
う
に
、
具
体
的
な
モ

ノ
と
し
て
の
欠
如
や
不
備
を
一
度
指
摘
し
た
う
え
で
、
創
造
＝
捏
造
し
た
空

白
や
隙
間
に
、
哲
学
的
な
深
遠
さ
を
読
み
こ
ん
で
い
く
」
。
「
蓼
喰
ふ
蟲
」
も
、

「
外
見
が
貧
弱
で
、
ど
う
見
て
も
美
し
い
と
は
思
え
な
か
っ
た
も
の
に
倒
錯
的

に
〈
美
〉
を
見
出
す
」
点
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
「
歴
史
＝
地
政
学
的
な

観
念
と
し
て
の
〈
西
洋
〉
」
「
客
体
レ
ベ
ル
で
の
「
西
洋
」
の
優
位
は
、
暗
黙

の
前
提
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
谷
崎
の
日
本
回
帰
は
時
代
的
な
流
れ
の

中
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
千
葉
俊
二
氏
も
「
陰
翳
禮
讃
」
に
、
タ
ウ
ト
の
桂
離
宮
へ
の
感
想
や

生
活
に
適
し
た
建
築
が
芸
術
的
に
な
る
と
い
う
主
張
、
ま
た
萩
原
朔
太
郎
の

「
日
本
へ
の
回
帰
」
（
一
九
三
七
年
）
、
保
田
与
重
郎
の
「
日
本
の
橋
」
と
の
類

縁
性
を
見
て
い
る
。
た
だ
「
陰
翳
禮
讃
」
は
こ
れ
ら
の
日
本
文
化
論
に
あ
る

政
治
性
は
な
い
と
い
う

8
。

い
ず
れ
も
興
味
深
い
論
点
で
あ
る
が
、
こ
の
小
稿
で
は
こ
れ
ら
従
来
の
論

考
に
お
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
日
本
回
帰
と
谷
崎
の

〈
映
画
離
れ
〉
と
の
関
係
を
取
り
敢
え
ず
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で

あ
る
。

「
吉
野
葛
」
（
昭
和
六
年
）
も
演
劇
と
縁
が
深
く
、
ま
た
作
中
に
〈
重
ね
合
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わ
せ
〉
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
は
同
様
で
あ
る
。
《
妹
背
山
婦
女
庭
訓
》
や

《
義
経
千
本
櫻
》
と
い
っ
た
浄
瑠
璃
や
謡
曲
《
二
人
靜
》
が
、
《
吉
野
》
を
舞

台
と
す
る
作
品
世
界
の
構
成
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
演
劇
的
な
上
演
性
と
い
う
点
で
の
共
通
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
生
田
流

箏
曲
《
狐こ

ん

噲
く
わ
い

》
を
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
前
代
の
作
品
を
通
し
た
視
線
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
物
語
世
界

に
お
い
て
、
《
私
》
の
友
人
《
津
村
》
は
亡
母
の
お
も
か
げ
を
求
め
て
吉
野
を

辿
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
妻
を
求
め
る
旅
で
も
あ
り
、
《
津
村
》
に
お
い

て
母
と
妻
と
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
《
狐
噲
》
の
歌
を
聴
い
た
と
き
の

気
持
に
つ
い
て
《
津
村
》
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
《
い
ず
れ
に
せ
よ
自
分
は
最

初
に
あ
れ
を
聞
い
た
時
か
ら
、
母
ば
か
り
を
幻
に
描
い
て
ゐ
た
と
は
信
じ
ら

れ
な
い
。
そ
の
幻
は
母
で
あ
る
と
同
時
に
妻
で
も
あ
つ
た
と
思
ふ
。
だ
か
ら

自
分
の
小
さ
な
胸
の
中
に
あ
る
母
の
姿
は
年
老
い
た
婦
人
で
な
く
、
永
久
に

若
く
美
し
い
女
で
あ
つ
た
》
。
重
ね
合
わ
せ
は
明
瞭
で
あ
る
。

ま
た
《
津
村
》
は
《
義
経
千
本
櫻
》
に
つ
い
て
《
千
本
櫻
の
道
行
き
に
な

る
と
、
母
―
―
―
狐
―
―
―
美
女
―
―
―
戀
人
―
―
―
と
云
ふ
連
想
が
も
つ

と
密
接
で
あ
る
》
と
言
っ
て
お
り
、
「
吉
野
葛
」
の
背
景
を
形
作
る
前
代
の
芝

居
に
お
い
て
、
人
物
が
重
層
的
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

さ
ら
に
母
の
故
郷
で
あ
る
《
國
栖
村
》
に
入
っ
た
と
き
の
印
象
に
つ
い
て

は
《
津
村
は
「
昔
」
と
壁
一
重
の
隣
り
へ
來
た
氣
が
し
た
。
ほ
ん
の
一
瞬
間

眼
を
つ
ぶ
つ
て
再
び
見
開
け
ば
、
何
處
か
そ
の
邊
の
籬
の
内
に
、
母
が
少
女

の
群
れ
に
交
ざ
つ
て
遊
ん
で
ゐ
る
か
も
知
れ
な
か
つ
た
》
と
語
ら
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
過
去
と
現
在
と
い
う
時
空
間
ま
で
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
吉
野
の
地
に
《
津
村
》
と
同
じ
く
《
私
》
も
母
恋
い
と
妻
恋
い
と
い
う

思
い
を
重
ね
て
お
り
、
つ
ま
り
《
津
村
》
と
《
私
》
も
行
爲
・
心
情
に
お
い

て
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
作
品
が
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
い
か

に
複
雑
に
重
層
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
か
を
覗
う
こ
と
が
で

き
そ
う
で
あ
る
。

「
吉
野
葛
」
に
明
ら
か
な
「
同
化
」
「
反
復
」
を
見
る
坪
井
秀
人
氏
は
「
吉

野
葛
」
を
収
録
し
た
作
品
集
『
盲
目
物
語
』
の
初
版
本
の
「
は
し
が
き
」
に

注
目
し
て
い
る
。
「
初
版
本
の
「
は
し
が
き
」
に
は
《
函
、
表
紙
、
見
返
し
、

扉
、
中
扉
等
の
紙
は
、
悉
く
「
吉
野
葛
」
の
中
に
出
て
来
る
大
和
の
国
栖
村

の
て
ず
き
の
紙
を
用
ひ
た
》
と
あ
る
。
物
語
の
中
に
は
津
村
が
母
の
生
家
を

見
つ
け
る
手
が
か
り
と
な
っ
た
祖
母
か
ら
母
へ
あ
て
た
手
紙
の
紙
が
、
そ
の

祖
母
と
母
の
姉
（
津
村
の
婚
約
者
お
和
佐
の
祖
母
）
に
よ
っ
て
漉
か
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
手
紙
自
体
が
語
っ
て
い
た
こ
と
の
、
こ
れ
も
ま
た
コ

ピ
ー
な
の
で
あ
る
」9
。
作
中
人
物
間
の
手
紙
に
よ
る
伝
達
が
、
作
品
集
の

読
者
へ
の
伝
達
へ
と
「
反
復
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

重
要
な
の
は
、
紙
の
手
ざ
わ
り
で
あ
り
、
触
覚
で
あ
る
。
こ
こ
に
読
者
を
も

「
同
化
」
「
反
復
」
に
巻
き
込
も
う
と
す
る
戦
略
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

「
吉
野
葛
」
を
収
録
し
て
い
る
作
品
集
の
タ
イ
ト
ル
が
『
盲
目
物
語
』
で
あ
る

こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

「
吉
野
葛
」
の
あ
と
、
谷
崎
は
「
盲
目
物
語
」（
昭
和
六
〔
一
九
三
一
〕
年
九
月

『
中
央
公
論
』）、「
春
琴
抄
」（
昭
和
八
〔
一
九
三
三
〕
年
六
月
『
中
央
公
論
』）、

「
聞
書
抄
（
第
二
盲
目
物
語
）」（
昭
和
一
〇
〔
一
九
三
五
〕
年
一
月
―
六
月
『
大
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阪
毎
日
新
聞
』『
東
京
日
日
新
聞
』）
と
、
盲
目
を
主
題
と
し
た
作
品
を
続
け
て

発
表
す
る
。「
蓼
喰
ふ
蟲
」
で
、
映
画
の
《
晴
れ
〴
〵
し
い
明
る
さ
》
か
ら
人
形

芝
居
の
《
じ
め
〳
〵
し
た
暗
さ
》
へ
の
志
向
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
陰

翳
禮
讃
」
に
お
け
る
《
薄
暗
さ
》
や
《
闇
》
の
称
揚
へ
と
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
先
に
述
べ
た
。「
陰
翳
禮
讃
」
は
視
覚
的
な
明
瞭
さ
を
排
除
す
る
と
同
時

に
触
覚
に
注
目
し
て
お
り
、《
私
は
、
吸
ひ
物
椀
を
手
に
持
つ
た
時
の
、
掌
が
受

け
る
汁
の
重
み
の
感
覺
と
、
生
あ
た
ゝ
か
い
溫
み
と
を
何
よ
り
も
好
む
。
そ
れ

は
生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
の
ぷ
よ
〳
〵
し
た
肉
體
を
支
へ
た
や
う
な
感
じ
で
も

あ
る
》
と
い
う
よ
う
な
箇
所
に
は
、
盲
目
を
主
題
と
し
た
作
品
に
表
れ
る
触
覚

に
通
じ
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
陰
翳
禮
讃
」
で
ま
た
谷
崎
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
《
私
は
、
わ
れ
〳
〵
が

既
に
失
ひ
つ
ゝ
あ
る
陰
翳
の
世
界
を
、
せ
め
て
文
學
の
領
域
へ
で
も
呼
び
返

し
て
み
た
い
。
文
學
と
云
ふ
殿
堂
の
檐
を
深
く
し
、
壁
を
暗
く
し
、
見
え
過

ぎ
る
も
の
を
闇
に
押
し
込
め
、
無
用
の
室
内
装
飾
を
剝
ぎ
取
つ
て
み
た
い
。

そ
れ
も
軒
並
み
と
は
云
は
な
い
、
一
軒
ぐ
ら
ゐ
さ
う
云
ふ
家
が
あ
つ
て
も
よ

か
ら
う
。
ま
あ
ど
う
云
ふ
工
合
に
な
る
か
、
試
し
に
電
燈
を
消
し
て
み
る
こ

と
だ
》
。
こ
う
し
た
言
葉
と
盲
目
を
主
題
と
し
た
作
品
を
合
わ
せ
て
考
え
た
と

き
、
そ
れ
が
映
画
―
―
電
灯
の
光
か
ら
離
れ
て
い
く
志
向
性
と
関
係
し
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
に
、
さ
ほ
ど
の
無
理
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
四
方
田
犬
彦
氏
は
「
陰
翳
禮
讃
」
に
つ
い
て
「
谷
崎
は
そ
れ
と
は

知
ら
ず
に
、
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
時
代
の
映
画
理
論
家
と
し
て
、
世
界
で
最
も
美

し
い
書
物
を
書
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
」10
と
い
う
よ
う
に
、
「
陰

翳
禮
讃
」
は
映
画
理
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、

こ
の
小
稿
と
は
意
見
を
異
に
す
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
四
方
田
氏
が
映
画
を

ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
た
い
。

ま
た
谷
崎
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
強
く
影
響
を
受
け
、
そ
れ
が
映
画

と
同
時
に
谷
崎
の
小
説
に
表
れ
て
い
る
と
す
る
西
野
厚
志
氏
は
盲
目
を
主
題

と
す
る
谷
崎
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
谷
崎
の
描
く
盲
目
は
暗

黒
で
は
な
く
白
光
が
齎
ら
す
。
匹
敵
す
る
映
画
的
表
現
は
フ
ィ
ル
ム
の
燃
焼

を
お
い
て
他
に
は
な
い
が
、
そ
の
時
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
極
限
、
〈
光
源
＝
観

念
〉
が
開
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
視
覚
の
忌
避
で
は
な
い
。
そ
れ
は
極
度
の
明

視
に
よ
る
表
象
の
消
滅
、
〈
視
覚
の
零
度
〉
な
の
だ
。
こ
れ
ほ
ど
強
く
、
映
画

と
い
う
表
象
様
式
の
核
心
に
光
を
当
て
る
小
説
表
現
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」11
。

多
分
に
逆
説
的
な
見
解
の
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
単
純
に
視
覚
的
な
要

素
の
減
退
と
捉
え
た
い
。

「
蘆
刈
」
（
昭
和
七
年
）
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
指
摘
で
き
る
こ
と
は
「
蓼
喰

ふ
蟲
」
「
吉
野
葛
」
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
謡
曲
と
の

類
縁
性
を
思
わ
せ
る
こ
の
作
品
で
は
、
語
り
手
《
わ
た
し
》
は
暇
に
任
せ
て
、

《
水
無
瀬
の
宮
》
へ
行
き
、
後
鳥
羽
院
の
事
跡
・
歌
を
懐
か
し
む
。
そ
こ
は
合

戦
で
有
名
な
山
崎
の
す
ぐ
近
く
で
あ
り
、
遊
女
で
知
ら
れ
る
江
口
も
ま
た
近

い
。
語
り
手
が
『
増
鏡
』
『
大
鏡
』
『
信
長
記
』
『
忠
臣
蔵
』
を
引
き
つ
つ
語
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
的
な
世
界
が
物
語
の
舞
台
に
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
《
わ

た
し
》
が
江
口
の
遊
女
の
こ
と
な
ど
を
想
い
起
こ
し
つ
つ
歌
を
書
き
付
け
な

ど
し
て
い
る
と
、
私
と
同
じ
年
頃
の
《
を
と
こ
》
が
現
れ
、
《
巨
椋
の
池
》
に



（7）

月
見
に
行
く
途
中
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
は
管
弦
の
宴
を
催
す
邸
が
あ
り
、
《
を

と
こ
》
は
昔
父
親
と
よ
く
そ
こ
を
覗
き
に
行
っ
て
い
た
。
そ
の
邸
の
主
で
あ

る
《
お
遊
さ
ん
》
と
父
親
と
の
間
柄
に
つ
い
て
、
《
を
と
こ
》
は
長
い
物
語
を

始
め
る
。
そ
し
て
語
り
終
っ
た
と
き
、
《
そ
の
を
と
こ
の
影
も
い
つ
の
ま
に
か

月
の
ひ
か
り
に
溶
け
入
る
や
う
に
消
え
て
し
ま
》
う
。
こ
の
物
語
が
夢
幻
能

の
形
式
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
顔
が
《
泉い

づ
く
ら藏

人
形
》

を
《
お
も
ひ
出
さ
せ
る
》
と
い
う
《
お
遊
さ
ん
》
に
江
口
の
遊
女
が
重
ね
合

わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
芝
居
と
重
ね
合
わ
せ
と
い
う
こ
の
稿
の
観
点
か

ら
も
注
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
語
り
手
は
後
鳥
羽
院
の
離
宮
で
の
暮
ら

し
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
想
像
を
巡
ら
し
、
《
わ
た
し
の
空
想
は
そ
れ
か
ら
そ

れ
へ
と
當
時
の
あ
り
さ
ま
を
幻
に
ゑ
が
い
て
、
管
絃
の
餘
韻
、
泉
水
の
せ
ゝ

ら
ぎ
、
果
て
は
月
卿
雲
客
の
ほ
が
ら
か
な
歡
語
の
こ
ゑ
ま
で
が
耳
の
底
に
き

こ
え
て
く
る
の
で
あ
つ
た
》
と
古
典
文
学
の
空
間
を
眼
前
に
幻
出
さ
せ
て
い

る
。
人
格
の
重
ね
合
わ
せ
だ
け
で
な
く
、
時
空
間
の
重
ね
合
わ
せ
も
こ
の
作

品
に
お
い
て
ま
た
顕
著
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。

三
．
イ
デ
ア
論

谷
崎
の
作
品
で
は
、
映
画
を
題
材
と
し
た
作
品
に
お
い
て
は
人
格
や
世
界

の
分
裂
が
出
現
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
舞
台
演
劇
と
関
係
の
あ
る

作
品
に
お
い
て
は
重
ね
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
同
化
と
見
ら
れ
る
現
象
が
目
立

つ
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

そ
う
い
う
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
判

然
と
区
分
け
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
稿
の
（
一
）
に
お
い
て
も
述
べ
た

よ
う
に
、
一
方
は
分
裂
で
あ
り
他
方
は
同
化
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
、
そ
れ

は
た
だ
方
向
性
が
異
な
る
だ
け
で
、
同
じ
現
象
の
現
れ
方
の
違
い
と
考
え
た

ほ
う
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

例
え
ば
「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
（
大
正
八
年
）
で
は
、
戯
曲
に
書
か
れ
た
殺

人
事
件
が
作
品
内
現
実
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
反
復
さ
れ
る
が
、
「
黑
白
」

（
昭
和
三
年
三
―
七
月
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
『
東
京
朝
日
新
聞
』
）
も
似
た
モ

チ
ー
フ
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る
小
説
家
の
《
水
野
》
は
、
あ

ま
り
親
し
く
は
な
い
知
人
で
あ
る
《
兒
島
》
を
モ
デ
ル
に
し
た
小
説
を
書
き
、

作
中
で
《
兒
島
》
を
殺
す
。
そ
の
後
、
現
実
の
《
兒
島
》
が
小
説
に
あ
っ
た

の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
方
法
で
殺
さ
れ
、
《
水
野
》
は
殺
人
容
疑
で
逮
捕
さ
れ

る
。
「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
と
非
常
に
よ
く
似
た
人
物
や
事
件
の
重
ね
合
わ
せ
が

生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
黑
白
」
で
は
、
主
人
公
の
小
説
家
が
自
身
の

精
神
状
態
に
つ
い
て
持
つ
不
安
を
《
自
分
の
腦
髓
が
活
動
寫
眞
の
映
寫
機
み

た
い
に
、
し
か
も
自
動
映
寫
機
み
た
い
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
、
勝
手
な
フ
イ

ル
ム
を
展
開
さ
せ
魑
魅
魍
魎
を
跋
扈
さ
せ
る
》
と
い
う
よ
う
に
映
画
の
喩
を

用
い
て
表
現
し
て
お
り
、
ま
た
水
野
と
児
島
が
出
会
う
場
所
を
《
活
動
小
屋
》

に
す
る
な
ど
、
芝
居
よ
り
も
映
画
を
意
識
し
た
作
品
で
あ
る

12
。

あ
る
い
は
「
靑
塚
氏
の
話
」（
大
正
一
五
〔
一
九
二
六
〕
年
八
―
九
月
、

一
一
月
―
一
二
月
『
改
造
』）
は
映
画
が
小
説
の
主
題
に
濃
厚
に
関
係
し
て
い

る
作
品
な
の
だ
が
、
作
品
内
の
人
物
に
生
じ
て
い
る
現
象
を
分
裂
と
み
る
か
重

ね
合
わ
せ
と
み
る
か
は
微
妙
な
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
主
人
公
《
中
田
》
は
映
画
監
督
で
あ
り
、
自
身
の
妻
で
あ
る
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《
由
良
子
》
の
肉
体
を
見
せ
る
こ
と
を
主
と
し
た
映
画
を
作
っ
て
い
た
。
自
作

の
映
画
を
観
た
帰
り
、《
中
田
》
は
カ
フ
ェ
で
、
あ
る
男
に
話
し
か
け
ら
れ
る
。

男
は
《
中
田
》
と
《
由
良
子
》
の
映
画
の
フ
ァ
ン
で
あ
り
、
映
画
を
通
じ
て

《
由
良
子
》
の
肉
体
を
微
細
に
わ
た
っ
て
よ
く
観
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自

分
の
家
に
も
《
由
良
子
孃
》
が
い
る
と
い
う
。
家
ま
で
つ
い
て
い
っ
た
《
中
田
》

は
、
男
の
家
に
極
め
て
精
巧
に
作
ら
れ
た
《
由
良
子
》
の
人
形
―
―
湯
を
入
れ

て
ふ
く
ら
ま
せ
る
人
形
が
三
〇
体
も
あ
る
の
を
見
せ
ら
れ
る
。《
中
田
》
は
そ

の
人
形
を
相
手
に
男
が
し
て
見
せ
る
行
為
に
気
分
が
悪
く
な
り
、
そ
の
場
か
ら

逃
げ
帰
る
。

人
形
と
《
由
良
子
》
と
の
関
係
を
重
ね
合
わ
せ
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
映
画
を
中
心
的
な
題
材
と
す
る
こ
の
作
品
で
、
男
が
《
フ
イ
ル
ム
の
中
の

由
良
子
孃
こ
そ
實
體
で
あ
つ
て
、
君
の
女
房
は
却
つ
て
そ
れ
の
影
で
あ
る
》
と

言
う
と
き
、
こ
こ
に
は
「
人
面
疽
」
に
現
れ
て
い
た
人
格
の
分
裂
―
―
〈
も
う

一
人
の
私
〉
と
〈
も
う
一
つ
の
世
界
〉
が
現
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
自
殺

し
よ
う
と
す
る
《
中
田
》
の
次
の
感
想
に
も
そ
れ
は
明
瞭
で
あ
る
。

私
の
戀
し
い
可
愛
い
由
良
子
は
、
こ
の
世
に
一
人
し
か
居
な
い
も
の
、

完
全
に
私
の
独
占
物
だ
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
に
、
あ
の
晩
以
来
、
そ

の
信
念
が
す
つ
か
り
あ
や
ふ
や
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
お
前
の
體
は
日

本
國
中
に
散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
、
あ
の
爺
の
寝
室
の
押
し
入
れ
の
棚
に
も

疊
ま
れ
て
ゐ
る
、
お
前
は
そ
れ
ら
の
多
く
の
「
由
良
子
」
の
一
人
で
あ

り
、
或
は
影
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
…
…
…
さ
う
云
ふ
感
じ
が
湧
い
て

く
る
時
、
私
は
お
前
を
い
く
ら
シ
ツ
カ
リ
抱
き
し
め
て
も
、
此
れ
が
ほ

ん
た
う
の
、
唯
一
の
「
お
前
」
だ
と
云
ふ
氣
に
な
れ
な
い
。
果
て
は
お

前
が
影
で
あ
る
如
く
、
私
自
身
ま
で
影
で
あ
る
や
う
に
思
へ
て
來
る
。

私
た
ち
二
人
の
眞
實
な
戀
は
、
破
れ
な
い
迄
も
空
虛
な
も
の
、
う
そ
な

も
の
、
そ
れ
こ
そ
一
と
コ
マ
の
フ
イ
ル
ム
の
場
面
よ
り
果
敢
な
い
も
の

に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。

映
画
と
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
分
裂
が
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
こ

と
も
可
能
だ
が
、
先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
作
品
は
人
形
と
生
身
の
女
性

を
重
ね
合
わ
せ
て
も
い
る
。
さ
ら
に
作
中
の
次
の
よ
う
な
箇
所
は
、
「
蓼
喰
ふ

蟲
」
（
昭
和
三
年
）
に
登
場
す
る
《
永
遠
女
性
》
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

君
の
女
房
は
だ
ん
だ
ん
歳
を
取
る
け
れ
ど
も
、
フ
イ
ル
ム
の
中
の
由
良

子
孃
は
、
い
つ
迄
も
若
く
美
し
く
、
快
活
に
、
花
や
か
に
、
飛
ん
だ
り

跳
ね
た
り
し
て
ゐ
る
の
だ
。
（
中
略
）
君
は
そ
の
時
、
君
の
若
い
美
し

い
女
房
は
フ
イ
ル
ム
の
中
へ
逃
げ
て
し
ま
つ
て
、
現
在
君
の
傍
に
居
る

の
は
、
彼
女
の
脱
け
殼
で
あ
つ
た
こ
と
に
氣
が
つ
く
。
君
は
そ
れ
ら
の

映
畫
を
見
て
、
一
體
此
れ
は
自
分
が
作
つ
た
繪
な
の
か
知
ら
ん
、
自
分

や
自
分
の
女
房
の
力
で
、
こ
ん
な
光
り
輝
か
し
い
世
界
が
出
來
た
の
か

知
ら
ん
と
、
今
更
不
思
議
な
感
じ
に
打
た
れ
る
。
さ
う
し
て
遂
に
、
此

れ
ら
の
も
の
は
自
分
た
ち
夫
婦
の
作
品
で
は
な
い
、
あ
の
舞
姫
や
お
轉

婆
令
孃
は
、
自
分
の
と
は
違
つ
た
、
或
る
永
久
な
『
一
人
の
女
性
』
だ
。

自
分
の
女
房
は
た
だ
或
る
時
代
に
そ
の
女
性
の
精
神
を
受
け
、
彼
女
の
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俤
を
宿
し
た
こ
と
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
傍
線
引
用
者
）

「
蓼
喰
ふ
蟲
」
で
は
、
文
楽
の
人
形
に
つ
い
て
主
人
公
《
要
》
が
抱
い
た
次

の
よ
う
な
感
想
が
語
ら
れ
て
い
た
。

昔
の
人
の
理
想
と
す
る
美
人
は
、
容
易
に
個
性
を
あ
ら
は
さ
な
い
、
愼

み
深
い
女
で
あ
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
か
ら
、
此
の
人
形
で
い
ゝ
譯
な
の

で
、
此
れ
以
上
に
特
長
が
あ
つ
て
は
寧
ろ
妨
げ
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
中
略
）
つ
ま
り
此
の
人
形
の
小
春
こ
そ
日
本
人
の
傳
統
の
中
に
あ
る

「
永
遠
女
性
」
の
お
も
か
げ
で
は
な
い
の
か
。
（
傍
線
引
用
者
）

つ
ま
り
《
小
春
》
に
は
《「
永
遠
女
性
」
の
お
も
か
げ
》
と
い
う
集
合
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、「
靑
塚
氏
の
話
」
の
《
或
る
永
久
な
『
一
人

の
女
性
』》
と
の
間
に
、
類
縁
性
は
濃
厚
で
あ
る
。「
蓼
喰
ふ
蟲
」
で
は
、
こ
の

《
永
遠
女
性
》
へ
の
憧
憬
は
、
作
品
の
終
わ
り
近
く
で
《
お
久
》
に
傾
斜
し
て

い
く
《
要
》
の
内
面
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
《
永
遠
女
性
》

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
《
タ
イ
プ
》
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
。

さ
う
い
ふ
途
方
も
な
い
夢
を
頭
の
奥
に
人
知
れ
ず
包
ん
で
ゐ
な
が
ら
、

そ
れ
で
己
を
責
め
よ
う
と
も
戒
め
よ
う
と
も
し
な
か
つ
た
の
は
、
多
分

お
久
と
云
ふ
も
の
が
或
る
特
定
な
一
人
の
女
で
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の

タ
イ
プ
で
あ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
事
實
要
は

老
人
に
仕
へ
て
ゐ
る
お
久
で
な
く
と
も
「
お
久
」
で
さ
へ
あ
れ
ば
い
ゝ

で
あ
ら
う
。
彼
の
私
か
に
思
ひ
を
よ
せ
て
ゐ
る
「
お
久
」
は
、
或
は

こ
ゝ
に
ゐ
る
お
久
よ
り
も
一
層
お
久
ら
し
い
「
お
久
」
で
も
あ
ら
う
。

事
に
依
つ
た
ら
さ
う
云
ふ
「
お
久
」
は
人
形
よ
り
外
に
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
彼
女
は
文
樂
座
の
二
重
舞
臺
の
、
瓦
燈
口
の
奧
の
暗
い
納
戸

に
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
さ
う
な
ら
ば
彼
は
人
形
で
も
滿
足
で

あ
ら
う
。

「
靑
塚
氏
の
話
」
に
《
そ
れ
か
ら
彼
は
又
「
實
體
」
の
哲
學
を
持
ち
出
し

て
、
プ
ラ
ト
ン
だ
の
ワ
イ
ニ
ン
ゲ
ル
だ
の
と
む
づ
か
し
い
名
前
を
並
べ
始
め

た
》
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
名
前
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
従
来
プ
ラ

ト
ン
の
イ
デ
ア
論
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
《
永
遠
女
性
》
や
《
タ
イ
プ
》
ま
た
、
そ
れ
を
表
し
て
い
る
《
人

形
》
や
《
フ
イ
ル
ム
》
の
映
像
は
イ
デ
ア
で
あ
り
、
現
実
に
い
る
人
物
や
現
実

世
界
を
構
成
す
る
も
の
は
、
そ
の
似
像
―
―
影
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

谷
崎
の
作
品
へ
の
イ
デ
ア
論
の
影
響
は
「
饒
太
郎
」（
大
正
三
〔
一
九
一
四
〕

年
九
月
『
中
央
公
論
』）
や
戯
曲
「
法
成
寺
物
語
」（
大
正
四
〔
一
九
一
五
〕
年

六
月
『
中
央
公
論
』）
な
ど
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る

が
、
作
家
自
身
の
ま
と
ま
っ
た
言
及
と
し
て
は
随
筆
「
早
春
雑
感
」（
大
正
八

〔
一
九
一
九
〕
年
四
月
春
期
増
刊
号
『
雄
辯
』）
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

《
藝
術
家
の
直
觀
は
、
現
象
の
世
界
を
踊
り
超
え
て
そ
の
向
う
側
に
あ
る
永
遠

の
世
界
を
見
る
。
プ
ラ
ト
ン
的
觀
念
に
合
致
す
る
。
―
―
―
か
う
云
ふ
信
仰
に

生
き
て
行
か
う
と
す
る
の
が
、
眞
の
浪
漫
主
義
者
で
は
な
い
だ
ら
う
か
》。
谷

崎
の
作
品
に
登
場
す
る
《
永
遠
女
性
》
や
《
タ
イ
プ
》
が
イ
デ
ア
論
的
で
あ
る
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と
い
う
こ
と
に
は
異
論
の
余
地
は
な
い
。

「
靑
塚
氏
の
話
」
（
大
正
一
五
年
）
と
近
い
時
期
の
作
品
で
あ
る
「
肉
塊
」

（
大
正
一
二
〔
一
九
二
三
〕
年
一
月
―
四
月
『
東
京
朝
日
新
聞
』
）
は
、
映
画

監
督
が
《
ド
ラ
ン
グ
レ
ン
》
と
い
う
混
血
の
美
少
女
を
使
っ
て
映
画
を
製
作

す
る
過
程
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う

な
箇
所
に
は
イ
デ
ア
論
の
影
響
が
端
的
に
表
れ
て
お
り
、
尚
且
つ
そ
れ
は
人

物
だ
け
で
は
な
く
、
イ
デ
ア
的
な
世
界
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

普
通
の
寫
眞
だ
と
物
の
影
だ
と
思
へ
る
け
れ
ど
、
活
動
寫
眞
の
中
の
人

間
は
な
ぜ
か
己
に
は
影
の
や
う
な
氣
が
し
な
い
の
だ
。
却
つ
て
こ
ゝ
に

生
き
て
ゐ
る
お
前
の
方
が
影
で
あ
つ
て
、
映
畫
の
中
に
動
い
て
ゐ
る
の

が
お
前
の
本
體
ぢ
や
な
い
だ
ら
う
か
？　

と
、
そ
ん
な
風
に
思
へ
て
な

ら
な
い
。
全
體
宇
宙
と
い
ふ
も
の
が
、
此
の
世
の
中
の
凡
べ
て
の
現
象

が
、
み
ん
な
フ
イ
ル
ム
の
や
う
な
も
の
で
、
刹
那
々
々
に
變
化
は
し
て

行
く
が
、
過
去
は
何
處
か
に
巻
き
収
め
ら
れ
て
殘
つ
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な

い
だ
ら
う
か
？　

だ
か
ら
此
處
に
ゐ
る
己
た
ち
は
直
に
跡
方
も
な
く
消

え
て
し
ま
ふ
影
に
過
ぎ
な
い
が
、
本
物
の
方
は
ち
や
ん
と
宇
宙
の
フ
イ

ル
ム
の
中
に
生
き
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
い
だ
ら
う
か
？　

た
だ
し
、
本
来
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
で
は
、
イ
デ
ア
は
知
覚
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
方
谷
崎
の
作
品
に
登
場
す
る
《
人
形
》
や

《
フ
イ
ル
ム
》
の
映
像
な
ど
の
イ
デ
ア
的
な
も
の
は
明
瞭
に
知
覚
可
能
な
も
の

と
し
て
あ
り
、
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る

13
。
こ
こ
に
谷
崎
の
作
品
に
登
場

す
る
《
永
遠
女
性
》
や
《
タ
イ
プ
》
を
イ
デ
ア
論
的
な
も
の
と
片
付
け
ら
れ

な
い
特
性
が
あ
る
。
谷
崎
の
イ
デ
ア
的
な
も
の
は
知
覚
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
作
中
の
人
物
や
世
界
に
分
裂
や
重
ね
合
わ
せ
と
い
っ
た
現
象
を
生
じ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
来
た
分
裂
や
重
ね
合
わ
せ
と
い
っ
た
現
象
に
は
、
イ
デ
ア

論
な
ど
の
観
念
的
な
問
題
も
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
メ

デ
ィ
ア
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
当
然
な
が
ら
単
純
な
区
分
け

は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
個
々
の
作
品
に
現
わ
れ
る
現
象
の
背
景
に
は
錯
綜

し
た
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
当
然
の
結
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
の
だ
が
、
こ
の
稿
で
は
特
に
メ
デ
ィ
ア
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
い
わ
け
で

あ
る
。

四
．
ロ
マ
ン
主
義
的
観
念
に
生
じ
た
亀
裂

錯
綜
し
た
状
況
を
明
瞭
に
仕
分
け
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
は
あ
る

の
だ
が
、
こ
の
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
分
裂
や
重
ね

合
わ
せ
と
い
っ
た
現
象
が
、
「
蘆
刈
」
（
昭
和
七
年
）
以
降
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く

な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

千
葉
俊
二
氏
は
、
谷
崎
の
〈
永
遠
の
女
性
〉
と
い
う
イ
デ
ア
的
な
も
の
を

表
わ
す
素
材
が
フ
ィ
ル
ム
や
人
形
か
ら
「
タ
イ
プ
」
と
い
う
や
や
抽
象
的
な

も
の
に
変
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
「
型
」
―
―
「
タ
イ

プ
」
へ
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
谷
崎
は
あ
れ
ほ
ど
望
ん
だ
時
間
と
空
間

を
超
え
た
永
遠
の
世
界
が
、
無
限
の
現
在
の
す
ぐ
傍
ら
に
あ
っ
て
実
在
し
、
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存
続
す
る
の
を
知
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
と
き
一
時
的
で
変
化
し
て

や
ま
な
い
事
物
か
ら
な
る
世
界
と
永
遠
の
典
型
か
ら
な
る
世
界
と
の
根
源
的

対
立
で
あ
っ
た
プ
ラ
ト
ン
的
二
律
背
反
は
溶
解
さ
れ
て
、
新
し
い
綜
合
の
か

た
ち
を
見
せ
た
は
ず
で
あ
る
」14
。
こ
の
指
摘
は
、
谷
崎
の
作
品
か
ら
人
物
や

世
界
の
分
裂
、
重
ね
合
わ
せ
と
言
っ
た
現
象
が
消
滅
す
る
こ
と
と
関
係
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
細
江
光
氏
は
『
春
琴
抄
』
（
昭
和
八
年
六
月
）
以
降
、
谷
崎
の

「
イ
デ
ア
論
が
急
速
に
終
焉
を
迎
え
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
原
因
に
つ
い

て
、
「
昭
和
七
年
末
以
降
、
松
子
が
谷
崎
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
次
第

に
日
常
的
な
存
在
と
化
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、
松
子
を
描
く
方
法
と
し
て
は
、

相
応
し
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」15
と
作
家
の
実
生
活
か
ら

原
因
を
考
察
し
て
い
る
。

作
家
の
観
念
や
作
家
の
生
活
と
い
っ
た
作
家
論
的
な
立
場
か
ら
の
千
葉
氏

と
細
江
氏
の
見
方
は
説
得
力
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
現
象
を
映
画

と
の
関
わ
り
で
見
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

谷
崎
の
映
画
受
容
に
つ
い
て
一
連
の
詳
細
な
論
考
を
発
表
し
て
い
る
佐
藤
未

央
子
氏
は
、「「
黒
白
」
以
降
、
古
典
へ
の
傾
倒
を
深
め
る
谷
崎
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム

文
化
と
距
離
を
取
る
た
め
映
画
の
引
用
は
減
少
す
る
」16
と
言
う
。
谷
崎
が
「
黑

白
」（
昭
和
三
年
三
月
）
以
降
、
映
画
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ

る
が
、
氏
は
そ
の
原
因
を
谷
崎
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
か
ら
古
典
へ
向
か
っ
た
こ

と
に
見
て
い
る
。
佐
藤
氏
の
指
摘
の
通
り
、
映
画
を
主
要
な
題
材
と
す
る
作
品

は
「
黑
白
」
以
降
な
く
、
こ
の
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
蓼
喰
う
蟲
」（
昭
和
三

年
一
二
月
）
で
映
画
か
ら
人
形
芝
居
へ
の
傾
斜
を
語
っ
た
あ
と
、
昭
和
四
年
以

降
、
谷
崎
の
小
説
作
品
へ
の
映
画
の
登
場
は
急
減
す
る
。
柴
田
希
氏
に
倣
っ
て
、

こ
れ
を
谷
崎
の
〈
映
画
離
れ
〉17
と
捉
え
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
谷
崎
の
映
画
の
時
代
の
終
わ
り
と
言
っ
て
い
い
。

こ
の
稿
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
谷
崎
の
作
中
か
ら
、
分
裂
や
重
ね
合
わ

せ
、
ま
た
イ
デ
ア
論
的
な
対
象
認
識
が
、
こ
の
映
画
の
時
代
の
終
わ
り
に
極

め
て
近
い
時
期
に
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

関
礼
子
氏
は
、
小
説
で
は
「
吉
野
葛
」
（
昭
和
六
年
）
か
ら
「
春
琴
抄
」

（
昭
和
八
年
）
に
か
け
て
の
作
品
に
よ
っ
て
、
ま
た
随
筆
で
は
「
陰
翳
禮
讃
」

（
昭
和
八
年
）
や
「
文
章
讀
本
」
（
昭
和
九
年
）
な
ど
で
谷
崎
が
「
新
た
な
地

歩
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
昭
和
の
初
め
、
（
略
）
時
代
は
サ
イ
レ
ン
ト
か
ら

ト
ー
キ
ー
へ
の
移
行
期
に
あ
た
っ
て
い
た
」18
と
、
昭
和
初
年
代
の
日
本
に
お

け
る
ト
ー
キ
ー
映
画
の
一
般
化
と
、
谷
崎
作
品
の
変
化
と
の
関
係
に
注
目
し

て
い
る
。
『
ド
ン･

フ
ァ
ン
』
（
昭
和
元
〔
一
九
二
六
〕
年
）
、
『
ジ
ャ
ズ･

シ
ン

ガ
ー
』
（
昭
和
二
〔
一
九
二
七
〕
年
）
、
『
シ
ン
ギ
ン
グ･

フ
ー
ル
』
（
昭
和
三

〔
一
九
二
八
〕
年
）
な
ど
、
欧
米
で
は
昭
和
初
年
あ
た
り
か
ら
ト
ー
キ
ー
映
画

が
制
作
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
す
ぐ
に
日
本
で
公
開
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

岩
本
憲
児
氏
に
よ
れ
ば
、
ト
ー
キ
ー
映
画
の
日
本
公
開
が
一
般
化
す
る
の
は

昭
和
四
年
か
ら
で
あ
る
と
い
う

19
。

谷
崎
と
い
う
作
家
の
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
感
覚
の
鋭
敏
さ
、
ま
た
そ
の
映

画
へ
の
傾
倒
の
深
甚
さ
を
思
え
ば
、
「
サ
イ
レ
ン
ト
か
ら
ト
ー
キ
ー
へ
」
と

い
う
変
化
が
、
谷
崎
作
品
に
何
の
影
響
も
あ
た
え
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
作
中
の
分
裂
、
重
ね
合
わ
せ
、
ま
た
イ
デ
ア
論
的
な
世
界
認
識
の
消
滅

と
ト
ー
キ
ー
映
画
の
一
般
化
と
は
そ
の
時
期
的
な
符
合
か
ら
も
深
い
関
係
が
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あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

谷
崎
が
の
め
り
込
む
よ
う
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
映
画
は
言
う
ま
で
も
な
く

サ
イ
レ
ン
ト
映
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
に
お
い
て
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
を
題
材
と
す
る
作
品
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
、
そ
れ
が
大
正
期
の
作

家
た
ち
に
注
目
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
こ
の
稿
の
（
一
）
で
述
べ
た
。
そ
れ

が
小
説
作
品
に
人
格
の
分
裂
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
ば
少
々
単
純
な
見
方
に

な
る
が
、
現
在
の
映
画
に
慣
れ
た
我
々
か
ら
見
た
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
サ
イ

レ
ン
ト
映
画
の
特
徴
と
し
て
、
分
か
り
に
く
さ
、
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
声
の
あ
る
今
の
映
画
で
は
ス
ト
ー

リ
ー
を
把
握
す
る
の
に
さ
ほ
ど
の
困
難
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
映
像
と
た
ま

に
入
る
字
幕
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
で
は
、
映
画
の
中
で
何

が
進
行
し
て
い
る
の
か
、
か
な
り
の
部
分
を
観
客
は
推
測
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

ス
ト
ー
リ
ー
を
追
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
が
、
作
品
世
界

の
物
語
的
な
把
握
に
支
障
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
て
も

い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
の
劇
場
に
弁
士
が
付
い
た
の
は
、
観
客
の
ス

ト
ー
リ
ー
把
握
の
困
難
を
回
避
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
（
一
）
で
述

べ
た
こ
と
だ
が
、
谷
崎
は
弁
士
を
不
要
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。

西
山
康
一
氏
は
、
谷
崎
の
「
人
面
疽
」
（
大
正
七
年
）
に
描
か
れ
る
、
サ
イ

レ
ン
ト
映
画
か
ら
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
怪
奇
的
な
場
面
に
触
れ
て
次
の
よ

う
に
言
う
。
「
特
に
写
実
主
義
的
発
想
が
浸
透
し
て
い
く
中
で
用
い
ら
れ
た

「
大
写
し
」
な
ど
の
〈
視
覚
〉
拡
張
の
〈
科
学
〉
技
術
が
、
人
間
の
経
験
や
能

力
を
超
え
て
〈
リ
ア
リ
テ
ィ
〉
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
、
当
時

の
〈
視
覚
〉
の
変
容
に
よ
る
感
覚
全
体
の
揺
ら
ぎ
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た

〈
身
体
〉
的
影
響
へ
の
不
安
を
、
や
は
り
背
景
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
」20
。
西
山
氏
は
、
人
間
の
世
界
認
識
の
あ
り
方
を
変
え
、「
不

安
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
を
捉
え
て
い
る
。

近
代
文
学
が
自
我
や
内
面
、
ま
た
統
一
さ
れ
た
人
格
と
い
う
物
語
を
紡
い

で
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
大
正
期
に
は
映
画
も
ま
た
、
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
の

交
替
に
よ
っ
て
物
語
を
進
行
し
、
人
物
の
内
面
を
描
く
と
い
う
形
で
、
小
説

の
表
現
に
追
い
つ
い
て
き
た

21
。
映
画
は
映
像
と
し
て
如
実
に
人
間
を
―
―

あ
る
い
は
世
界
を
再
現
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
無
声
映
画
で
は
、
進
行

す
る
物
語
や
人
物
の
心
理
の
曖
昧
さ
の
た
め
、
人
物
に
は
何
か
得
体
の
知
れ

な
い
も
の
が
残
存
し
、
主
体
と
し
て
統
一
さ
れ
た
印
象
を
生
じ
な
い
場
合
が

あ
る
。
無
声
映
画
は
そ
の
よ
う
に
、
統
一
さ
れ
た
主
体
と
物
語
と
し
て
理
解

可
能
な
世
界
に
亀
裂
を
生
じ
、
認
識
に
破
綻
を
も
た
ら
す
契
機
を
内
包
し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
谷
崎
の
小
説
に
見
ら
れ
る
分
裂
を
映
画
と
、
ま
た
重
ね
合
わ

せ
を
演
劇
と
関
係
づ
け
て
論
じ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
イ
デ
ア
論
的
認
識
も
含

め
て
こ
れ
ら
の
傾
向
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

そ
も
そ
も
い
ず
れ
の
現
象
に
も
無
声
映
画
の
時
代
と
い
う
、
時
代
的
な
感
性

が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

統
一
的
な
主
体
、
あ
る
い
は
自
己
同
一
性
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
な
観
念

は
、
無
声
映
画
に
よ
っ
て
一
旦
亀
裂
を
生
じ
て
の
ち
、
ト
ー
キ
ー
映
画
の
出

現
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
音
声
を
伴
っ
た
映
画
は
、
ロ
マ
ン

主
義
文
学
的
な
「
愛
」22
を
理
解
し
や
す
い
形
で
物
語
り
、
人
物
の
内
面
を
前

提
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
秩
序
あ
る
世
界
を
提
示
す
る
。
キ
ッ
ト
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ラ
ー
が
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
打
つ
女
性
た
ち
を
論
じ
て
、
「
一
八
八
〇
年
以
後

の
文
学
は
、
も
は
や
娘
た
ち
の
た
め
に
書
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

娘
た
ち
自
身
が
書
く
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
女
性
読
者
と
し
て
、
文

学
の
行
間
に
イ
メ
ー
ジ
と
ざ
わ
め
き
を
幻
覚
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
は
没
頭

し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
女
た
ち
は
、
夕
べ
に
は
ト
ー
キ
ー
映
画
を
見
、
昼
間

に
は
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
前
に
座
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」23
と
書
く
と
き
、

ト
ー
キ
ー
に
よ
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
も
の
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
の
回
帰

を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
稿
は
、
誠
に
不
十
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
の

変
化
が
、
人
間
の
認
識
の
あ
り
方
―
―
世
界
認
識
と
人
間
認
識
の
あ
り
方
の

変
化
に
対
し
て
重
要
で
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
つ

も
り
で
あ
る
。

谷
崎
は
昭
和
初
年
代
以
降
、
明
ら
か
に
〈
語
り
〉
を
意
識
し
た
作
品
に
傾

斜
し
て
い
く
。
映
画
に
つ
い
て
は
随
筆
で
の
言
及
は
し
ば
し
ば
あ
る
も
の
の
、

作
品
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
に
な
る
。
も
は
や
映
画
が
世
界
の
認

識
の
仕
方
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

【
注
】

       1 

「
映
画
と
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
に
つ
い
て
（
一
）」（『
城
西
国
際
大
学
紀
要
』
第
三
〇

巻
第
二
号　

令
和
四
〔
二
〇
二
二
〕
年
三
月
）

以

2

下
、
谷
崎
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
中
央
公
論
社
版
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』

（
昭
和
五
六
〔
一
九
八
一
〕
年
～
昭
和
五
八
〔
一
九
八
三
〕
年
刊
行
）
に
よ
る
。

中

3

村
光
夫
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』
（
初
刊 

昭
和
二
七
〔
一
九
五
二
〕
年　

河
出
書
房  

昭
和
三
一
〔
一
九
五
六
〕
年
四
月　

新
潮
文
庫
版
参
照
）
一
三
一
頁

注

4

3
に
同
じ
。
一
三
二
頁

四

5

方
田
犬
彦
「
谷
崎
潤
一
郎
の
映
画
体
験
」
（
『
國
文
学
』
四
三
巻
六
号　

平
成

一
〇
〔
一
九
九
八
〕
年
五
月
）
四
一
頁

柴

6

田
希
氏
は
「
谷
崎
潤
一
郎
の
〈
映
画
離
れ
〉
―
―
ド
イ
ツ
映
画
『
ヴ
ァ
リ
エ

テ
』
と
室
生
犀
星
の
映
画
評
を
補
助
線
に
」
（
『
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
』
一
一
号  

平
成
三
〇
〔
二
〇
一
八
〕
年
二
月
）
で
谷
崎
の
映
画
離
れ
に
つ
い
て
「
古
典
回

帰
の
象
徴
『
蓼
喰
ふ
虫
』
（
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
八
・
一
二
・
四
～
一
九

二
九
・
六
・
一
八
）
で
、
要
が
美
佐
子
の
父
に
つ
い
て
「
活
動
写
真
が
好
き
だ

つ
た
時
代
も
あ
つ
た
ん
だ
が
、
だ
ん
〳
〵
年
を
取
る
に
連
れ
て
趣
味
が
皮
肉
に

な
つ
て
行
く
ん
だ
ね
」
と
語
る
場
面
は
示
唆
に
富
む
だ
ろ
う
」
（
一
頁
）
と
指
摘

し
て
い
る
。

五

7

味
渕
典
嗣
『
言
葉
を
食
べ
る 

谷
崎
潤
一
郎
、
一
九
二
一
～
一
九
三
一
』
（
平
成

二
一
〔
二
〇
〇
九
〕
年
一
二
月　

世
織
書
房
）
二
〇
〇
頁

千

8

葉
俊
二
「
複
製
技
術
時
代
に
お
け
る
「
陰
翳
礼
讃
」
」
（
千
葉
俊
二
編
『
谷
崎

潤
一
郎　

境
界
を
越
え
て
』
平
成
二
一
〔
二
〇
〇
九
〕
年
二
月 

笠
間
書
院 

所
収
）

坪

9

井
秀
人
『
感
覚
の
近
代
』
（
平
成
一
八
〔
二
〇
〇
六
〕
年
二
月　

名
古
屋
大
学

出
版
会
）
一
一
二
頁

注

10

5
に
同
じ
。
四
八
頁

西

11

野
厚
志
「
明
視
と
盲
目
、
あ
る
い
は
視
覚
の
二
種
の
混
乱
に
つ
い
て
―
―
谷

崎
潤
一
郎
の
プ
ラ
ト
ン
受
容
と
そ
の
映
画
的
表
現
―
―
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
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第
八
八
集　

平
成
二
五
〔
二
〇
一
三
〕
年
五
月
一
五
日
）
七
六
頁

日

12

高
佳
紀
氏
は
「
〈
狂
気
〉
へ
の
回
路
―
―
谷
崎
潤
一
郎
〈
黒
白
〉
の
読
者
と
挿

絵
―
―
」
（
『
国
文
―
研
究
と
教
育
―
』
第
三
八
号　

平
成
二
七
〔
二
〇
一
五
〕

年
三
月
）
で
、
「
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
分
裂
し
た
自
己
の
あ
り
よ
う
が

映
画
体
験
の
比
喩
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
に
、
水
野
と
児
島
が
直

接
邂
逅
す
る
唯
一
の
場
面
に
映
画
館
が
選
ば
れ
、
そ
こ
で
の
具
体
的
な
映
像
体

験
が
く
り
返
し
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
自
己
認
識
と
映
像

と
の
繋
が
り
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
読
者
に
と
っ
て
、
水
野
を
映
像
的
に
捉
え
る
上
で
挿
絵
の
果
た
す
役
割

は
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
、
作
中
の
映
像
表
現
と
挿
絵
の
重
要
性

を
論
じ
て
い
る
。

谷

13

崎
の
イ
デ
ア
論
に
つ
い
て
、
細
江
光
氏
は
『
谷
崎
潤
一
郎　

深
層
の
レ
ト
リ
ッ

ク
』
（
平
成
一
六
〔
二
〇
〇
四
〕
年
三
月　

和
泉
書
院
）
に
お
い
て
「
谷
崎
に

と
っ
て
の
イ
デ
ア
の
世
界
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
も
の
と
言
う
よ
り
は
、
現
世
の

事
物
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
美
化
・
永
遠
化
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
人
間

の
想
像
力
が
そ
の
よ
う
な
形
で
現
世
を
目
か
ら
呑
み
込
み
体
内
化
し
た
も
の
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
谷
崎
に
と
っ
て
、
現
世
的
事
物
を
美
化
・

永
遠
化
し
て
所
有
さ
せ
て
く
れ
る
芸
術
と
い
う
も
の
と
、
イ
デ
ア
の
世
界
と
は
、

相
通
ず
る
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
」
（
七
一
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
清
水

良
典
氏
は
『
虚
構
の
天
体　

谷
崎
潤
一
郎
』
（
平
成
八
〔
一
九
九
六
〕
年
三
月 

講

談
社
）
で
、
「
肉
塊
」
に
登
場
す
る
イ
デ
ア
論
に
つ
い
て
「
こ
こ
で
語
ら
れ
る

〝
映
画
哲
学
〟
そ
の
も
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
思
想
の
ご
く
単
純
な
反
復
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
谷
崎
の
こ
の
記
述
が
特
異
な
の
は
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
が
現

世
的
な
欲
望
を
解
脱
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ま
さ
に
欲
望

そ
の
も
の
の
記
述
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」（
九
五
頁
）
と
言
う
。

千

14

葉
俊
二
『
谷
崎
潤
一
郎　

狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
』
（
平
成
六
〔
一
九
九
四
〕
年
六

月
一
〇
日　

小
沢
書
店
）
九
九
頁

注

15

13
に
同
じ
。
三
八
一
頁

佐

16

藤
未
央
子
「
谷
崎
潤
一
郎
の
映
画
受
容
（
六
）
―
―
ジ
ャ
ン
ル
の
多
様
化

―
―
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』
第
九
十
号　

平
成
三
一
〔
二
〇
一
九
〕
年
三
月
）

八
一
頁
～
八
二
頁

注

17

6
に
同
じ
。

関

18

礼
子
「
音
画
（
ト
ー
キ
ー
）
の
歓
び
／
音
画
の
陥
穽
―
―
一
九
三
〇
年
代
の

谷
崎
潤
一
郎
と
映
画
（
シ
ネ
マ
）
―
―
」
（
関
礼
子
『
女
性
表
象
の
近
代
』
平
成

二
三
〔
二
〇
一
一
〕
年
五
月　

翰
林
書
房 

所
収
）
三
二
九
頁
～
三
三
〇
頁

岩

19

本
憲
児
『
サ
イ
レ
ン
ト
か
ら
ト
ー
キ
ー
へ
―
―
日
本
映
画
形
成
期
の
人
と
文

化
』
（
平
成
一
九
〔
二
〇
〇
七
〕
年
一
〇
月　

森
話
社
）
八
二
頁

西

20

山
康
一
『
〈
視
覚
〉
の
変
容
と
文
学
―
―
映
画
・
衛
生
学
と
谷
崎
潤
一
郎
「
人

面
疽
」
―
―
』
（
『
文
学
』
第
二
巻
第
二
号　

平
成
一
三
〔
二
〇
〇
一
〕
年
三
月
）

一
六
一
頁

こ

21

の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙
論
（
「
大
正
中
期
の
映
画
と
小
説
」
〔
『
都
大
論

究
』
第
四
九
号 

平
成
二
四
〔
二
〇
一
二
〕
年
六
月
〕
）
で
論
じ
た
。

フ

22

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
『
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
ル
ム
・
タ
イ
プ
ラ
イ

タ
ー
』
（
石
光
泰
夫
・
石
光
輝
子
訳
一
九
九
九
年
〔
平
成
一
一
年
〕
四
月　

筑
摩

書
房
）
八
一
頁
な
ど

注

23

22
に
同
じ
。
二
六
八
頁
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On Film and the Works of Tanizaki Junichiro (2)

Taku Watanabe

Abstract 

In Junichiro Tanizaki’s works, there is a tendency to show a division of personalities and narrative 

worlds when film is used as the subject matter, and a superimposition and assimilation of them 

when stage plays are used as the subject matter. As has been pointed out in previous studies, these 

phenomena are influenced by Plato's theory of ideas. What is noteworthy, however, is that these splits 

and superpositions disappear after a certain period. This disappearance coincided with the spread of 

talkie films in Japan. The changes in Tanizaki’s works indicate that there is a connection between the 

state of the media and the way the subject is perceived.

Keywords:  Film, Split Personality, Assimilation, Tanizaki Junichiro, Talkie, Silent film 




