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映
画
と
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
に
つ
い
て
（
一
） 

 
 

渡
 
邊
 
 
 
拓
 
  

 【
要
旨
】 

大
正
期
の
小
説
に
人
格
の
分
裂
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
は
従
来
か
ら

指
摘
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
谷
崎
潤
一
郎
作
品
に
お
い
て
、
そ
う

し
た
人
格
の
分
裂
や
作
品
世
界
の
分
裂
が
、映
画
と
の
関
係
で
頻
出
す
る
こ
と

を
示
し
、
映
画
と
舞
台
劇
の
差
異
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
分

裂
と
映
画
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
論
じ
る
。
ま
た
、
映
画
よ
り
も
舞

台
劇
を
意
識
し
た
作
品
で
は
分
裂
で
は
な
く
、
重
ね
合
わ
せ
、
同
化
が
見
ら
れ

る
こ
と
も
指
摘
す
る
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

映
画
、
分
裂
、
同
化
、
谷
崎
潤
一
郎 

 一
．
は
じ
め
に 

 
 

谷
崎
潤
一
郎
が
メ
デ
ィ
ア
、
こ
と
に
映
画
に
関
し
て
極
め
て
強
い
関
心
を

持
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
谷
崎
が
ま
た
分
身
小
説
を

多
く
書
い
た
こ
と
も
、
周
知
の
こ
と
で
特
に
説
明
を
要
し
な
い
。
映
画
と
分
身

小
説
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
渡
邉
正
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
日
本
で

は
、
明
治
期
に
は
わ
ず
か
だ
っ
た
分
身
小
説
が
、
大
正
期
以
降
に
増
え
て
く
る

の
は
、
社
会
的
背
景
と
と
も
に
、
映
画
の
影
響
も
強
い
、
と
い
う
の
が
私
見
で

あ
る
」

1
。「
特
に
、
大
正
時
代
の
分
身
小
説
に
は
、
分
身
出
現
に
技
術
が
関
わ

る
。
映
画
、
写
真
な
ど
も
、
そ
の
技
術
に
入
る
」

2
。
ほ
と
ん
ど
言
う
べ
き
こ

と
は
こ
れ
で
尽
き
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
の
小
稿
で
は
、
こ
の
渡
邉
氏

の
見
解
を
出
発
点
と
し
て
、
映
画
と
谷
崎
の
小
説
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し

く
跡
づ
け
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
跡
づ
け
る
と
言
っ
て
も
、
小
説
の
中
の
ど
の
要
素
が
映
画
と
関
係

が
あ
り
、
ど
の
要
素
は
関
係
が
な
い
、
な
ど
と
判
断
す
る
基
準
が
あ
る
は
ず
も
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な
い
。
取
り
敢
え
ず
は
、
小
説
の
中
に
映
画
、
も
し
く
は
活
動
写
真
が
登
場
す

る
小
説
を
眺
め
て
い
こ
う
と
思
う
。
方
法
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
方
法
だ
が
、

全
く
根
拠
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
で
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
ミ
ハ
イ

ル
・
バ
フ
チ
ン
の
「
ジ
ャ
ン
ル
の
眼
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。 

 

芸
術
家
は
ジ
ャ
ン
ル
の
眼
で
現
実
を
見
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

現
実
の
一
定
の
側
面
の
理
解
は
、
現
実
を
表
現
す
る
一
定
の
方
法
と
む

す
び
つ
く
こ
と
で
初
め
て
可
能
に
な
る

3
。 

  

要
す
る
に
芸
術
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
「
現
実
を
見
て
理
解
す
る
た

め
の
固
有
の
方
法
と
手
段
」
が
あ
り
、
芸
術
家
は
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
、
あ
る

い
は
人
間
を
「
認
識
し
提
示
」
し
て
い
る

4
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
を
こ
の
小
稿
に
引
き
つ
け
る
な
ら
ば
、
映
画
が
作
中
に
登
場
す
る
作
品

で
は
、少
な
く
と
も
作
者
の
視
野
の
中
に
映
画
と
い
う
表
現
形
式
が
存
在
し
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
、
作
中
に
取
り
込
も
う
と
す
る
対
象
を
認
識
す
る
際
に
も
、

映
画
と
な
に
が
し
か
関
連
の
あ
る
認
識
の
方
法
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 

バ
フ
チ
ン
は
作
品
を
読
者
と
の
交
通
と
い
う
相
の
も
と
に
考
察
す
る
た
め
、

創
作
す
る
作
者
の
視
野
に
は
、
読
者
が
そ
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
受
容
す
る
か

―
―

受
容
の
予
期―

―

と
い
う
問
題
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。映
画
と
い
う

例
で
考
え
れ
ば
、読
者
の
間
に
流
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
映
画
に
つ
い
て
の

観
念
も
、
創
作
す
る
作
者
の
視
野
の
中
に
あ
り
、
影
響
す
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、
当
時
の
読
者
の
間
に
あ
っ
た
映
画
に
つ
い
て
の
観
念
ま
で
を
分

析
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
本
稿
の
能
力
を
超
え
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
、
映
画
が

登
場
す
る
谷
崎
の
作
品
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 
 二
．
「
人
面
疽
」 
 

 

谷
崎
の
作
品
中
、
映
画
と
の
関
係
が
最
も
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
作
品
と
し
て
、

「
人
面
疽
」（
大
正
七
〔
一
九
一
八
〕
年
三
月
『
新
小
説
』）
に
つ
い
て
見
て
お

き
た
い
。 

 

主
人
公
で
あ
る
歌
川
百
合
枝
は
、
ア
メ
リ
カ
で
製
作
さ
れ
た
彼
女
主
演
の
人

気
映
画
「
執
念
」
に
つ
い
て
の
評
判
を
聞
く
。
し
か
し
、《
そ
の
寫
眞
を
見
た

と
云
ふ
人
か
ら
、
劇
の
内
容
や
一
々
の
場
面
に
就
い
て
、
委
し
い
説
明
を
聞
か

さ
れ
て
も
、
彼
女
は
自
分
が
、
い
つ
そ
ん
な
も
の
を
撮
影
し
た
の
か
、
全
く
想

ひ
浮
べ
る
事
が
出
來
な
》
い

5
。
《
活
動
俳
優
は
自
分
の
演
じ
て
居
る
芝
居
の

筋
を
、
知
ら
な
い
で
居
る
例
が
多
い
》
の
だ
が
、《
後
日
完
成
さ
れ
た
一
巻
の

映
畫
を
見
る
な
り
、
若
し
く
は
筋
を
聞
く
な
り
す
れ
ば
、
大
抵
あ
の
時
寫
し
た

の
が
此
れ
で
あ
つ
た
と
、
思
ひ
當
る
の
が
常
で
あ
る
。
況
ん
や
長
尺
物
の
う
ち

で
も
、
特
に
傑
出
し
た
立
派
な
フ
イ
ル
ム
を
、
彼
女
が
今
日
迄
、
見
た
こ
と
も

な
く
存
在
さ
へ
も
知
ら
な
か
つ
た
と
云
ふ
や
う
な
、
馬
鹿
々
々
し
い
事
實
が
あ

る
譯
は
な
い
》
。 

こ
の
作
品
に
主
人
公
の
分
身―

―

〈
も
う
一
人
の
私
〉―

―

が
登
場
し
て
い

る
こ
と
は
明
瞭
で
、
特
に
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

平
野
正
裕
氏
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
海
外
の
大
作
映
画
の
場
合
、「
山
師
的
な

興
行
主
や
商
社
」
が
「
正
規
の
輸
入
フ
ィ
ル
ム
を
出
し
抜
く
」
た
め
に
「
デ
ュ
ー
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プ
フ
ィ
ル
ム
や
セ
コ
ハ
ン
フ
ィ
ル
ム
」
、
要
す
る
に
海
賊
版
を
流
通
さ
せ
る

ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
と
い
う

6
。
作
中
に
《
大
槪
、
此
の
種
の
寫
眞
に
は
、
映

畫
の
初
め
に
、
原
作
者
並
び
に
舞
臺
監
督
の
姓
名
と
、
主
要
な
役
者
の
本
名
と

役
割
と
を
書
い
た
、
番
附
が
現
わ
れ
る
の
を
普
通
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
此
の
寫

眞
に
限
つ
て
、
作
者
や
舞
臺
監
督
の
名
は
、
何
處
に
も
記
載
し
て
な
い
》
と
あ

る
の
を
見
れ
ば
、
映
画
「
執
念
」
も
ま
た
、
そ
う
し
た
海
賊
版
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
あ
る
い
は
、
一
九
〇
〇
年
代
く
ら
い
に
は
、
上
映
さ
れ
る
映
画
は

「
興
行
者
の
買
い
取
り
」
で
、「
こ
の
方
式
で
は
、
作
品
を
買
っ
た
映
画
館
が
フ
ィ

ル
ム
を
ど
う
扱
っ
て
も
自
由
で
あ
り
、
実
際
、
多
く
の
フ
ィ
ル
ム
は
一
部
切
り

と
ら
れ
た
り
他
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
さ
れ
た
り
し
て
改
変
さ
れ
た
」

7  

と
い
う

出
口
丈
人
氏
の
指
摘
も
あ
る
。
当
時
の
映
画
に
は
、
も
と
も
と
の
作
品
と
は
全

く
異
な
る
映
画
と
し
て
流
通
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

当
時
の
映
画
製
作
や
流
通
の
実
態
に
つ
い
て
谷
崎
が
精
通
し
て
お
り
、
そ
の

知
識
が
作
品
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、そ
う
し
た
現
実
的
な

解
釈
の
介
入
を
作
品
は
、
自
分
が
撮
影
し
た
映
画
の
《
存
在
さ
へ
も
知
ら
な
か

つ
た
と
云
ふ
や
う
な
、
馬
鹿
々
々
し
い
事
實
が
あ
る
譯
は
な
い
》
と
否
定
し
て

い
る
。
主
人
公
の
分
身
は
、
現
実
的
な
解
釈
が
不
能
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

主
人
公
の
分
身
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
い
。「
執
念
」
と
い
う
映
画
の
中

で
百
合
枝
扮
す
る
菖
蒲

あ

や

め

太
夫
は
膝
に
人
面
疽
を
生
じ
、一
人
の
人
間
の
身
体
に

他
の
人
格
が
共
生
す
る
姿
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
人
面
疽
を
生
じ
て
以
来
、
菖

蒲
太
夫
は
《
恐
ろ
し
く
多

な
、
大
膽
な
毒
婦
》
に
な
る
と
同
時
に
、《
犯
し

た
罪
の
幻
に
責
め
ら
れ
て
》
《
何
と
か
し
て
改
心
し
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
、
い

つ
も
人
面
疽
が
邪
魔
を
し
て
、
彼
女
の
臆
病
を
嘲
り
惡
事
を
唆
か
す
爲
に
、
知

ら
ず
識
ら
ず
堕
落
と
悔
恨
と
を
重
ね
て
行
く
》
。
こ
の
作
品
で
は
人
物
の
主
体

は
幾
重
に
も
分
裂
す
る
こ
と
に
な
る

8
。 

  

こ
の
作
品
で
分
裂
す
る
の
は
人
物
だ
け
で
な
い
こ
と
も
、
こ
こ
で
合
わ
せ
て

考
え
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
山

中
剛
史
氏
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
「
単
に
分
身
・
分
裂
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

と
い
う
分
類
を
し
た
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、む
し
ろ
不
確
実
な
私
に
現
前

し
て
く
る
映
画
と
い
う
全
く
の
別
世
界
が
確
か
に
こ
の
世
に
は
存
在
す
る
の

だ
と
い
う
、い
わ
ば
い
ま
ひ
と
つ
の
世
界
の
存
在
を
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
」

9 

と
い
う
。
ま
た
坪
井
秀
人
氏
は
、
近
代
の
中
で
失
わ
れ
て
い
く
異

界
を
映
画
の
中
に
見
よ
う
と
す
る
論
考
の
中
で
、「
人
面
疽
」
に
「
複
製
技
術

時
代
以
降
の
〈
異
界
〉」

10 

を
見
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
人
物
の
分
裂
、〈
も
う

一
人
の
私
〉
の
存
在
に
合
わ
せ
て
、
〈
も
う
一
つ
の
世
界
〉
の
存
在
を
示
唆
す

る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
〈
も
う
一
つ
の
世
界
〉
の
登
場
の
背
景
と
し
て
、
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
の
性
質
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
は
無
駄
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。加
藤
幹

朗
氏
は
写
真
と
映
画
を
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
写
真
は
、
そ
こ
に
写

さ
れ
た
被
写
体
が
か
つ
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
場
所
が
し
ば
し
ば
特
権
的
な

「
場
所
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
映
像
ミ
デ
ィ
ア
ム
で
あ
る
。
し
か
る
に
映
画
は

か
つ
て
被
写
体
が
存
在
し
た
場
所
な
ど
、
お
い
そ
れ
と
同
定
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
、ま
た
同
定
し
て
も
お
よ
そ
意
味
の
な
い
ほ
ど
に
空
間
的
に
シ
ャ
ッ
フ
ル

（
編
集
）
さ
れ
た
映
像
ミ
デ
ィ
ア
ム
で
あ
る
（
映
画
の
被
写
体
は
し
ば
し
ば

通
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シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ョ
ッ
ト
の
あ
い
だ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
空
間
に
存
在
す
る
）
。
映

画
は
写
真
と
は
違
っ
て
、空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
現
実
世
界
に
は
参
照
枠
を

も
ち
が
た
い
起
源
な
き
コ
ピ
ー
で
あ
る
」

11
。
動
く
映
像
と
し
て
の
映
画
は
写

真
と
違
い
、
そ
れ
自
体
と
し
て
現
実
世
界
と
は
異
な
る
世
界
を
、
自
立
し
た
も

の
と
感
覚
さ
せ
る
要
素
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
映
画
が
複

数
シ
ョ
ッ
ト
の
連
鎖
に
よ
っ
て
意
味
を
生
じ
る
よ
う
に
な
る
と
、
個
々
の

シ
ョ
ッ
ト
は
現
実
の
世
界
を
写
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、他
の
シ
ョ
ッ
ト
と
接

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
あ
っ
た
も
の
と
は
異
な
る
意
味
、
異
な
る
レ

ベ
ル
の
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
映
画
は
、
現
実
に

は
ど
こ
に
も
な
い
空
間
を
幻
出
す
る
。 

「
人
面
疽
」
発
表
の
時
期
に
は
、
映
画
は
す
で
に
そ
う
い
う
段
階
に
入
っ
て

い
た
。
こ
の
作
品
の
中
で
映
画
が
、
異
空
間
を
描
出
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し

て
い
る
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
な
の
で
あ
る
。 

 

映
画
の
持
つ
こ
う
し
た
異
空
間
性
に
つ
い
て
、舞
台
の
芝
居
と
の
比
較
で
触

れ
て
お
き
た
い
。 

映
画
は
シ
ョ
ッ
ト
の
連
鎖
に
よ
り
、
現
実
を
写
し
た
場
合
に
も
現
実
と
は
レ

ベ
ル
の
異
な
る
世
界
を
創
り
出
す
。
そ
し
て
ま
た
、
現
実
を
写
す
、
と
い
う
場

合
に
、
映
画
は
空
間
を
ど
の
視
点
か
ら
で
も
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
、
対
象
を

ど
の
大
き
さ
で
再
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。こ
れ
は
現
実
の
世
界
の
一
点

に
縛
ら
れ
て
生
き
て
い
る
人
間
に
は
不
可
能
な
視
覚
な
の
だ
が
、空
間
を
あ
ら

ゆ
る
角
度
か
ら
あ
ら
ゆ
る
大
き
さ
で
再
現
で
き
る
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
映

画
は
、わ
れ
わ
れ
が
生
活
す
る
空
間
と
同
じ
よ
う
に
無
限
の
広
が
り
を
持
つ
自

立
し
た
空
間
が
作
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、見
る
者
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
映
画
の
中
に
登
場
す
る
疑
似
現
実
空
間
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ

る
が
、映
画
を
見
て
い
る
観
衆
の
い
る
空
間
と
は
別
の
空
間
と
し
て
幻
出
す
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
映
画
は
〈
も
う
一
つ
の
世
界
〉
を
創
り
出
す
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
当
然
の
話
な
の
だ
が
、
舞
台
の
芝
居
の
場
合
に
は
、

俳
優
と
観
衆
と
は
ど
う
し
て
も
同
じ
一
つ
の
空
間
に
い
る
の
で
あ
り
、観
衆
の

い
る
空
間
と
別
の
空
間
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。舞
台
の
芝
居
の
特
性
は

あ
く
ま
で
そ
の
観
客
の
目
の
前
で
の
上
演
性
に
あ
り
、映
画
の
中
に
あ
る
異
空

間
の
現
実
性
と
は
異
な
っ
て
い
る
。 

 

映
画
へ
の
関
心
を
強
烈
に
持
っ
て
い
た
谷
崎
が
、
一
方
で
ご
く
幼
い
時
期
か

ら
芝
居
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
谷
崎
は
「
活
動
寫
眞

の
現
在
と
將
來
」（
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
九
月
『
新
小
説
』）
で
、
映
画
と

芝
居
の
差
異
に
繰
り
返
し
触
れ
、
映
画
俳
優
の
演
技
に
つ
い
て
、《
自
由
に
し

て
自
然
な
る
べ
き
活
動
劇
を
、
窮
屈
に
し
て
不
自
然
な
る
實
演
劇
の
束
縛
の
下

に
置
く
な
》
と
言
う
。
芝
居
の
上
演
性
と
映
画
の
現
実
性
と
い
う
問
題
と
関
係

の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
同
じ
エ
ッ
セ
ー
で
谷
崎
が
《
日
本
に
、
映
畫
の
伴

奏
に
用
ふ
る
適
當
な
音
樂
さ
へ
あ
れ
ば
、
活
辯
を
全
廢
し
て
貰
ひ
た
い
》
、
と

弁
士
不
要
を
説
い
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
映
画
の
現
実
性
、
異
空
間
性
と

関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
活
動
弁
士
は
、
完
結
し
た
異
空
間
性
を
そ
の
属

性
と
す
る
映
画
に
、
上
演
性
、
あ
る
い
は
舞
台
性
を
喚
起
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
当
時
の
観
衆
は
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。 

 

こ
の
時
代
の
映
画
雑
誌
な
ど
を
見
る
と
、
し
ば
し
ば
「
連
鎖
劇
」
が
取
り
上

連
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げ
ら
れ
て
い
る
。「
連
鎖
劇
と
い
ふ
の
は
畢
竟
舞
台
で
現
は
し
得
な
い
場
面
、

た
と
へ
ば
自
働
車
の
追
跡
と
か
、
飛
行
機
の
飛
翔
と
か
、
水
中
の
格
鬪
と
か
の

場
を
フ
ヰ
ル
ム
に
撮
影
し
て
實
演
の
舞
臺
に
接
續
す
る
」

12 

も
の
で
あ
る
。
当

時
の
舞
台
劇
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
映
画
を
取
り
入
れ
て
い
た
。「
連
鎖
劇
」

は
大
正
の
中
頃
に
流
行
し
て
い
た
ら
し
い
。
活
動
弁
士
の
存
在
は
、
逆
に
映
画

が
舞
台
劇
的
な
上
演
性
を
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。初
期
映

画
に
い
か
に
上
演
的
な
要
素
が
付
随
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し

た
加
藤
幹
朗
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
こ
の
時
期
、
日
本
映
画
は
弁
士
シ
ス

テ
ム
の
ゆ
え
に
舞
台
劇
の
よ
う
で
あ
り
、
か
た
や
舞
台
劇
の
ほ
う
は
連
鎖
劇
ゆ

え
に
映
画
の
よ
う
だ
っ
た
」

13
。 

 

そ
の
弁
士
を
否
定
し
た
谷
崎
は
、
映
画
に
お
け
る
舞
台
劇
的
な
上
演
性
を
否

定
し
、
異
空
間
性
を
求
め
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。「
人
面
疽
」
に
お
い
て
、

映
画
会
社
の
《
技
師
》
が
深
夜
一
人
で
映
画
「
執
念
」
を
見
る
、
と
い
う
通
常

の
鑑
賞
と
は
異
な
る
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

上
演
性
を
極
度
に
排
除
し
た
と
き
、
現
実
の
世
界
よ
り
も
、
映
画
の
中
の
世
界

が
よ
り
現
実
的
な
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

Ｍ
技
師
の
長
い
間
の
經
驗
に
依
る
と
、
活
動
寫
眞
の
映
畫
と
云
ふ
も
の

は
、
淺
草
公
園
の
常
設
館
な
ど
で
、
音
樂
や
辯
士
の
説
明
を
聽
き
な
が
ら
、

賑
や
か
な
觀
覽
席
で
見
物
し
て
こ
そ
、
陽
氣
な
、
浮
き
立
つ
や
う
な
感
じ

も
す
る
が
、
あ
れ
を
夜
更
け
に
、
た
つ
た
一
人
で
、
カ
タ
リ
と
も
音
の
し

な
い
、
暗
い
室
内
に
映
し
て
見
て
居
る
と
、
何
と
な
く
、
妖
怪
じ
み
た
、

妙
に
薄
氣
味
の
惡
い
心
持
に
な
る
も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
靜
か
な
、

淋
し
い
寫
眞
な
ら
無
論
の
こ
と
、
た
と
ひ
花
々
し
い
宴
會
と
か
格
鬪
と

か
の
光
景
で
あ
つ
て
も
、
多
數
の
人
間
の
影
が
賑
や
か
に
動
い
て
居
る

だ
け
に
、
ど
う
し
て
も
死
物
の
や
う
に
は
思
は
れ
ず
、
却
つ
て
見
物
し
て

居
る
自
分
の
方
が
、
何
だ
か
消
え
て
な
く
な
り
さ
う
な
心
地
が
す
る
。 

 

こ
の
作
品
で
は
、
主
人
公
の
〈
も
う
一
人
の
私
〉
が
属
す
る
異
空
間
で
あ
る

映
画
の
中
の
世
界
の
方
が
現
実
性
を
持
ち
始
め
、
そ
の
世
界
に
は
、
現
実
の
世

界
に
は
存
在
し
な
い
俳
優
ま
で
が
住
み
着
く
こ
と
に
な
る
。
演
劇
的
な
上
演
性

を
排
除
し
た
場
合
に
〈
も
う
一
つ
の
世
界
〉
が
あ
た
か
も
自
立
し
た
か
の
よ
う

に
、
そ
の
輪
郭
を
明
瞭
に
す
る
、
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。 

 
 三

．
分 

裂 
 「

人
面
疽
」
と
い
う
、
最
も
映
画
と
の
関
係
の
見
や
す
い
作
品
に
現
わ
れ
る

〈
も
う
一
人
の
私
〉
、〈
も
う
一
つ
の
世
界
〉
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
映
画
へ
の

言
及
の
あ
る
谷
崎
の
他
の
作
品
で
も
、
そ
れ
に
近
い
人
物
の
分
裂
、
世
界
の
分

裂
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
少
々
羅
列
的
に
な
る
が
、
い
く
つ
か
確
認
し
て
い
き

た
い
。 

「
秘
密
」
（
明
治
四
四
〔
一
九
一
一
〕
年
一
一
月
『
中
央
公
論
』
）
は
、
谷
崎

の
小
説
の
中
で
映
画
が
本
格
的
に
登
場
す
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
主
人
公

《
私
》
は
《
現
實
を
か
け
離
れ
た
野
蠻
な
荒
唐
な
夢
幻
的
な
空
氣
の
中
に
、
棲

息
す
る
こ
と
》
を
願
い
、《
魔
術
だ
の
、
催
眠
術
だ
の
、
探
偵
小
説
だ
の
、
化

學
だ
の
、
解
剖
學
だ
の
ゝ
奇
怪
な
説
話
と
插
繪
に
富
ん
で
ゐ
る
書
物
を
、（
略
）

連

連
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手
あ
た
り
次
第
に
繰
り
ひ
ろ
げ
て
は
耽
讀
し
》
、
《
每
日
々
々
幻
覺
を
胸
に
描

い
》
て
い
た
。
や
が
て
女
装
し
て
浅
草
公
園
を
歩
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
映
画
館
が
物
語
の
大
き
な
展
開
を
作
る
。
女
装
し
て
《
三
友
館
》
と
い

う
映
画
館
に
入
っ
た
《
私
》
は
昔
な
じ
み
の
女
を
見
つ
け
、
付
け
文
を
し
、
返

事
を
も
ら
う
。
こ
こ
で
彼
が
《
い
つ
の
間
に
か
探
偵
小
説
中
の
人
物
と
な
り
終

せ
て
居
る
の
を
感
じ
》
て
い
る
の
は
、
す
で
に
人
物
の
中
に
分
裂
が
生
じ
て
い

る
兆
し
で
あ
る
と
見
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
明
ら
か
な
の
は
、
こ

の
あ
と
逢
い
引
き
を
繰
り
返
す
女
が
《
私
》
に
は
《「
夢
の
中
の
女
」「
秘
密
の

女
」
朦
朧
と
し
た
、
現
實
と
も
幻
覚
と
も
區
別
の
附
か
な
い Love adventure

》

の
中
の
女
と
感
じ
ら
れ
、
女
の
い
る
空
間
は
《
謎
の
世
界
》《
幻
の
國
》、
要
す

る
に
異
空
間
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。生
方
智
子
氏
は
こ
の
作
品
に

お
け
る
〈
も
う
一
人
の
私
〉
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
出
現
を
ア
ー
ク
灯
の
光

と
関
係
づ
け
て
い
る

14
。
ま
た
、
柳
澤
幹
夫
氏
は
、
特
に
分
裂
に
は
言
及
し
て

い
な
い
が
、
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
手
法
が
世
界
を
断
片
化
し
、
再
構
成
す

る
と
し
、
こ
の
作
品
で
は
、
映
画
や
女
装
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
「
秘
密
」

に
よ
っ
て
、
平
凡
な
現
実
は
再
記
号
化
さ
れ
「
夢
」
に
反
転
さ
れ
る
と
い
う

15
。

異
空
間
性
へ
の
言
及
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
う
。 

 

映
画
が
さ
ほ
ど
重
要
な
形
で
出
て
来
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
饒
太
郎
」（
大

正
三
〔
一
九
一
四
〕
年
九
月
『
中
央
公
論
』）
で
は
、
主
人
公
は
《
都
下
一
流

の
芝
居
と
云
ふ
芝
居
は
何
處
を
見
て
も
、
何
等
の
刺
戟
を
も
與
へ
て
く
れ
る
も

の
で
は
な
い
》
と
感
じ
、
映
画
へ
の
傾
斜
を
見
せ
る
。
彼
は
芝
居
を
排
斥
す
る

わ
け
で
は
な
い
が
、《
西
洋
の
す
つ
き
り
し
た
、
立
派
な
肉
體
を
持
つ
た
婦
人

逹
が
出
て
來
る
寫
眞
（
活
動
写
真
の
こ
と
：
引
用
者
注
）
を
見
る
と
、
彼
は
溜

ら
な
く
愉
快
に
な
つ
て
、
現
在
の
窮
境
な
ど
は
す
つ
か
り
忘
れ
果
て
ゝ
了
ふ
》

と
い
う
。
芝
居
か
ら
映
画
へ
、
と
い
う
方
向
性
が
見
え
る
の
だ
が
、
谷
崎
に
は

よ
く
あ
る
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
が
登
場
す
る
こ
の
作
品
で
、《
饒
太
郎
》
は
《
ク
ラ
フ

ト
ヱ
ビ
ン
グ
》
を
読
み
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
抱
く
。
《
若
し
も
此
の
世

の
中
に
自
分
と
同
一
の
容
貌
を
持
ち
、
同
一
の
聲
音
を
持
ち
、
同
一
の
服
裝
を

し
た
人
間
が
た
と
へ
一
人
で
も
現
は
れ
た
な
ら
ば
、
誰
し
も
吃
驚
し
て
、
恐
ら

く
は
竦
然
と
し
て
卒
倒
し
な
い
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
。饒
太
郎
の
驚
愕
と
恐

怖
と
は
ま
さ
に
其
れ
に
近
い
も
の
で
あ
つ
た
。
彼
は
其
の
書
の
到
る
處
に
自
分

の
影
を
見
、
呻
き
を
聞
い
た
。
知
ら
な
い
う
ち
に
自
分
の
魂
が
い
ろ

〱
な
人

種
に
姿
を
換
へ
て
、
世
界
の
方
々
で
生
活
を
し
て
居
る
や
う
に
感
じ
た
》
。
自

身
の
性
的
な
嗜
好
に
引
き
ず
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
人
物
は
内
的
な
分
裂

を
か
か
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
右
の
よ
う
な
形
で
〈
も
う
一

人
の
私
〉
と
い
う
想
像
が
働
い
て
い
る
こ
と
も
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

「
獨
探
」（
大
正
四
〔
一
九
一
五
〕
年
一
一
月
『
新
小
説
』
）
で
は
、《
古
ぼ
け

た
洋
服
を
着
て
煤
け
た
ソ
フ
ト
帽
を
阿
彌
陀
に
冠
つ
て
、活
動
寫
眞
に
出
て
來

る
ジ
ゴ
マ
の
手
下
の
や
う
な
、
甚
だ
胡
散
臭
い
風
采
を
し
た
Ｇ
氏
》
と
い
う
人

物
の
二
重
性
、
と
い
う
よ
り
多
重
性
が
描
か
れ
る
。
西
洋
へ
の
強
い
あ
こ
が
れ

を
持
つ
《
私
》
が
、
ド
イ
ツ
語
を
学
ぶ
た
め
に
《
Ｇ
氏
》
の
個
人
教
授
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
、《
授
業
が
濟
ん
で
か
ら
二
人
で
、
淺
草
邊
へ
洋
食
を
喰
ひ
に

行
つ
た
り
活
動
を
見
に
行
つ
た
り
す
る
や
う
に
な
》
る
の
だ
が
、
こ
の
《
Ｇ
氏
》

は
活
動
写
真
館
で
知
り
合
う
日
本
の
女
た
ち
と
し
ば
し
ば
交
際
し
て
お
り
、そ

の
女
た
ち
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
を
《
私
》
に
見
せ
る
。
《
私
》
に
よ
っ
て
恐
ら

く
は
《
淫
賣
》
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
彼
女
た
ち
の
手
紙
か
ら
は
《
日
本
人
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同
士
の
間
で
は
、到
底
見
る
事
の
出
來
な
い
日
本
の
女
の
物
好
き
と
露
骨
と
が
、

そ
こ
に
ま
ざ
ま
ざ
と
現
れ
て
居
た
。
そ
れ
等
の
手
紙
は
私
に
對
し
て
、
非
常
な

エ
キ
ゾ
テ
イ
ツ
ク
な
感
を
與
へ
た
》
と
い
う
よ
う
に
、
《
Ｇ
氏
》
に
よ
っ
て
日

本
の
女
た
ち
の
多
重
性
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
し
て
問
題
の

《
Ｇ
氏
》
は
《
森
川
町
の
借
家
》
に
女
と
住
ん
で
い
る
の
だ
が
、《
彼
の
ほ
ん
た

う
の
住
宅
は
大
久
保
の
方
に
あ
つ
て
、
日
本
人
の
妻
子
を
持
つ
て
》
お
り
、
フ

ラ
ン
ス
語
、
ト
ル
コ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
な
ど
多
言
語
を
話
す
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人

で
あ
る
が
、
母
親
は
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
る
。
ま
た
作
品
の
最
初
で
は
《
紳
士
》

で
《
エ
レ
ガ
ン
ト
》
な
と
こ
ろ
が
好
感
を
与
え
る
が
、
最
後
に
は
ジ
ゴ
マ
映
画

に
登
場
す
る
盗
賊
の
手
下
の
よ
う
な
風
采
に
な
る
な
ど
、統
一
的
な
像
を
結
び

に
く
い
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
日
本
で
語
学
の
教
授
な
ど
を
し
て

い
る
が
、
実
は
《
獨
探
》
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。《
け
れ
ど
も
私
は
勿
論
、

Ｇ
氏
を
知
つ
て
居
る
私
の
友
人
は
誰
で
も
彼
を
獨
探
だ
と
は
思
は
な
か
つ
た
》

と
あ
る
よ
う
に
、
い
か
に
も
不
可
解
な
多
重
性
を
帯
び
た
人
物
で
あ
る
。 

 

谷
崎
の
経
験
を
多
分
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
「
鬼
の
面
」（
大
正

五
〔
一
九
一
六
〕
年
一
月―

五
月
『
東
京
朝
日
新
聞
』
）
で
は
、
主
人
公
《
壺

井
》
は
、
《
純
潔
な
、
精
神
的
な
戀
愛
》
と
情
欲
と
の
間
に
引
き
裂
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
自
体
は
、
特
に
珍
し
い
こ
と
で
も
な
い
が
、
そ
の
状
態
を
語
り
手
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。《
此
の
両
極
に
背
馳
し
た
心
理
状
態
が
、
恰
も
二
重
、
、

人
格
者

、
、
、
の
腦
髓
に
作
用
す
る
が
如
く
壺
井
の
頭
を
交
互
に
襲
つ
て
、
而
も
彼
自

身
は
何
等
の
矛
盾
も
感
ぜ
ず
に
、晝
夜
の
生
活
を
劃
然
と
區
別
し
て
居
た
》（
傍

点
引
用
者
）。
そ
ん
な
《
壺
井
》
は
娯
楽
と
し
て
《
活
動
寫
眞
》
を
愛
し
て
い

る
。
《
活
動
寫
眞
の
看
板
》
が
《
彼
に
は
古
來
の
名
畫
よ
り
も
遙
か
に
多
大
の

刺
戟
を
與
へ
、
異
様
な
興
味
を
覺
え
さ
せ
る
》
と
い
う
の
で
あ
る
。 

「
柳
湯
の
事
件
」（
大
正
七
〔
一
九
一
八
〕
年
十
月
『
中
外
』）
で
は
、《
そ
の

時
の
靑
年
の
表

は
芝
居
や
活
動
寫
眞
で
見
る
よ
り
も
ず
つ
と
凄
慘
を
極
め

て
居
た
》
と
冒
頭
部
分
で
、
映
画
に
こ
と
寄
せ
て
主
人
公
の
外
見
が
紹
介
さ
れ

る
の
だ
が
、そ
の
主
人
公
で
あ
る
画
家
の
青
年
の
狂
気
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
世

界
の
分
裂
は
明
瞭
で
あ
る
。
青
年
は
事
件
の
成
り
行
き
を
次
の
よ
う
に
説
明
す

る
。 彼

は
同
棲
し
て
い
る
女
性
と
常
に
凄
惨
な
喧
嘩
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
や
が

て
は
女
に
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
ず
、
な
ら
ば
先
に
自
分
が
相
手
を
殺
そ
う
と
考

え
る
。
そ
ん
な
と
き
に
行
っ
た
銭
湯
で
湯
船
の
底
に
《
ぬ
ら

〱
》
し
た
女
の

死
体
が
あ
る
の
を
感
じ
る
。
そ
れ
か
ら
四
晩
続
け
て
そ
の
銭
湯
に
行
く
の
だ
が
、

湯
船
の
底
に
は
常
に
そ
の
女
の
死
体
が
あ
る
。
引
き
上
げ
て
み
る
と
、
ま
さ
し

く
同
棲
し
て
い
た
女
の
死
体
で
あ
っ
た
と
い
う
。
が
、
警
官
の
話
で
は
、
青
年

は
銭
湯
で
他
の
男
客
を
殺
害
し
て
お
り
、
生
き
て
い
た
同
棲
相
手
の
女
は
《
少

し
く
お
人
好
し
の
、
ぐ
づ
で
正
直
な
女
ら
し
》
か
っ
た
。《
現
實
よ
り
も
夢
を

土
臺
に
し
て
生
活
し
て
居
る
》
と
い
う
青
年
は
、
現
実
の
世
界
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
幻
想
の
世
界
を
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

 
 四

．
同 

化 
 

 

谷
崎
の
作
品
を
見
渡
す
と
、
映
画
の
登
場
す
る
も
の
に
は
、
人
物
や
世
界
に

分
裂
を
生
じ
て
い
る
作
品
が
非
常
に
多
く
、以
上
の
他
に
も
い
く
つ
も
取
り
上

げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
も
か
な
り
く
だ
く
だ
し
い
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説
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
こ

こ
ま
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
マ
イ
ナ
ー
な
作
品
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
同

じ
傾
向
が
「
異
端
者
の
悲
し
み
」（
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
七
月
『
中
央
公

論
』
）
や
「
痴
人
の
愛
」（
大
正
一
三
〔
一
九
二
四
〕
年
三
月―

六
月
『
大
阪
朝

日
新
聞
』
、
大
正
一
三
〔
一
九
二
四
〕
年
一
一
月―

一
四
〔
一
九
二
五
〕
年
七

月
『
女
性
』）
と
い
っ
た
著
名
な
作
品
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
う
し
た
傾
向
は
、
谷
崎
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の

作
家
に
も
見
い
だ
せ
る
。芥
川
や
佐
藤
春
夫
に
そ
う
い
う
作
品
の
あ
る
こ
と
は

以
前
、
拙
稿
で
述
べ
た

16
。
人
物
の
内
的
な
分
裂
を
感
じ
さ
せ
る
広
津
和
郎
の

『
神
経
病
時
代
』（
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
一
〇
月
『
中
央
公
論
』
）
も
そ
こ

に
数
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
ま
り
に
明
瞭
に
映
画
と
分
裂
を

表
現
し
て
い
る
佐
藤
春
夫
の
『
田
園
の
憂
鬱
』
（
大
正
八
〔
一
九
一
九
〕
年
六

月 

新
潮
社
刊
）
の
一
場
面
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
場
面
は
、
同
時
代

の
作
家
に
と
っ
て
映
画
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
か
を
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

『
田
園
の
憂
鬱
』
の
中
ほ
ど
で
、
田
園
で
生
活
す
る
《
彼
》
は
、
薪
に
点
け

た
火
の
中
に
、
東
京
へ
行
っ
た
《
妻
》
を
思
い
浮
か
べ
る
。 

 
 

そ
の
燃
え
る
火
の
な
か
に
ゐ
る
彼
の
妻
は
、
ど
う
や
ら
大
変
な
人
ご
み

の
な
か
に
居
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る…

…
…

。
単
な
る
想
像
で
は
な
く
、

そ
れ
は
目
さ
き
に
ち
ら
つ
く
幻
影
に
近
い―

―
―

幻
影
と
い
ふ
の
は
こ

ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
と
思
へ
る
や
う
な
形
で
、
そ
ん
な
空
想
が
思
ひ

が
け
な
く
彼
に
起
つ
た
時
に
、
あ
あ
活
動
へ
行
つ
て
居
る
な
！ 

と
、
彼

に
は
直
覚
的
に
さ
う
思
へ
た
。
そ
の
次
に
は
半
ば
彼
自
身
の
意
志
か
ら
、

彼
の
空
想
は
、
東
京
の
そ
の
う
ち
で
も
人
気
の
多
い
や
う
な
場
所
へ
向

い
て
行
つ
た
。
と
そ
の
次
の
瞬
間
に
、…

…
…

若
し
や
、
自
分
自
身
も
今

ご
ろ
は
、
そ
ん
な
人
込
み
の
な
か
を
歩
い
て
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、

と
、
そ
ん
な
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
極
く
普
通
の
考
へ
の
や
う
に

思
ひ
浮
ぶ
。…

…
…

こ
ん
な
処
に
、
う
す
暗
い
う
す
ら
寒
い
台
所
の
片
隅

に
、
竈
の
前
へ
し
よ
ん
ぼ
り
と
跼
つ
て
、
思
ふ
や
う
に
は
燃
え
な
い
炎
を

さ
つ
き
か
ら
ぢ
つ
と
見
つ
づ
け
て
居
る
自
分
。
ま
る
で
苦
行
者
が
苦
行

を
で
も
つ
づ
け
る
や
う
に
自
分
自
身
の
気
分
を
燃
え
る
炎
の
な
か
に
見

つ
め
て
、
犬
や
猫
に
と
り
囲
ま
れ
て
蹲
つ
て
居
る
自
分
。
こ
れ
は
若
し
や

本
当
の
自
分
自
身
で
は
な
い
の
で
、
本
当
の
も
の
は
別
に
ち
や
ん
と
何

処
か
に
在
る
の
で
、
こ
こ
の
自
分
は
何
か
影
の
や
う
な
自
分
で
は
な
い

の
か
！

17 

 

谷
崎
の
作
品
に
戻
っ
て
言
え
ば
、「
柳
湯
の
事
件
」
以
降
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
』
）
、「
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
』
）
な
ど
は
映
画
が
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
存
在
し
、
ま
た
人
物
の
分

裂
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
点
で
、
こ
の
小
稿
の
文
脈
の
中
で
は
重
要
な
作
品
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
従
来
、
谷
崎
が
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
プ
ラ

ト
ン
の
イ
デ
ア
論
と
の
関
係
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
も
の

な
の
で
、
ま
た
改
め
て
イ
デ
ア
論
と
の
関
係
で
考
察
を
加
え
た
く
思
う
。 
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さ
て
、
映
画
と
谷
崎
の
小
説
に
現
わ
れ
る
分
裂
と
を
結
び
つ
け
つ
つ
考
え
て

き
た
わ
け
だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
物
や
世
界
に
分
裂
が
生
じ
て
い
る

も
の
に
は
、
必
ず
映
画
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
映
画
に
触
れ
て
あ

れ
ば
必
ず
分
裂
が
描
か
れ
る
と
い
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。こ
こ
で
述
べ
た
い
の

は
、
そ
う
し
た
厳
密
な
対
応
関
係
で
は
な
く
、
ま
た
煩
雑
に
な
る
の
で
そ
う
し

た
言
い
方
は
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
実
は
映
画
の
小
説
へ
の
影
響
と
い
っ
た
単

純
な
影
響
関
係
で
も
な
い
。 

 

映
画
と
小
説
と
が
そ
の
よ
う
な
単
純
な
影
響
関
係
に
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
、
以
前
拙
稿
で
論
じ
た

18
。
映
画
の
発
生
が
小
説
に
、
あ
る
い
は
小
説
に
現

わ
れ
る
人
間
認
識
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
、と
い
う
論
じ
方
は
物
質
的
条

件
が
人
間
の
観
念
を
規
定
す
る
と
い
う
一
種
の
物
質
決
定
論
に
な
る
。こ
う
し

た
物
質
決
定
論
が
こ
れ
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
論
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
き
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー

リ
ー
、
レ
ジ
ス
・
ド
ブ
レ
な
ど
を
引
き
つ
つ
、
以
前
拙
稿
で
述
べ
た

19
。
こ
れ

ら
の
論
者
に
お
い
て
、
恐
ら
く
重
要
な
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
物
質
的
な
条

件
と
人
間
の
観
念
と
の
相
互
作
用
で
あ
り
、ま
た
そ
う
し
た
相
互
作
用
を
可
能

に
す
る
社
会
の
様
態
で
あ
る
。
例
え
ば
キ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
映
画
や
蓄
音

機
、
電
話
と
い
っ
た
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
に
、

人
間
が
神
経
生
理
学
的
な
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、「
自

然
科
学
に
お
い
て
魂
と
い
う
も
の
が
消
え
去
っ
て
し
ま
う
必
要
が
あ
っ
た
」

20
。
そ
し
て
そ
う
し
た
観
念
を
も
と
に
発
生
し
た
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
を
生

ん
だ
観
念
と
と
も
に
、作
者
と
読
者
と
を
含
む
社
会
の
環
境
に
変
化
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
。
現
代
の
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
と
ゲ
ー
ム
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
な

ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
』
で
、
東
浩
紀
氏
は

次
の
よ
う
に
言
う
。「
私
た
ち
は
み
な
、
特
定
の
想
像
力
の
環
境
の
中
に
生
き

て
い
る
。
前
近
代
の
語
り
部
は
神
話
・
民
話
の
集
積
の
な
か
に
、
近
代
の
作
家

＝
読
者
＝
市
民
は
自
然
主
義
の
な
か
に
、
そ
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
オ
タ
ク
た

ち
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
な
か
に
生
き
て
い
る
。そ
れ
ら
の
環

境
は
、
作
家
の
表
現
を
規
定
す
る
し
、
ま
た
作
品
の
消
費
形
態
も
規
定
す
る
」

21
。
こ
の
「
環
境
」
は
当
然
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
を
含
む
の
で
あ
る
。 

映
画
と
谷
崎
の
小
説
を
結
び
つ
け
つ
つ
見
て
き
た
こ
と
は
、
映
画
を
含
む
当

時
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
が
、作
品
に
登
場
す
る
形
象
の
分
裂
と
い
う
現
象
と
な
に

が
し
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
映
画
と
い
う

も
の
が
流
通
す
る
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
と
そ
れ
を
含
ん
だ
社
会
環
境
が
あ

り
、
そ
う
し
た
環
境
の
中
か
ら
こ
れ
ら
の
作
品
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
こ
の
小
稿
の
仮
説
で
あ
る
。 

従
来
の
研
究
で
は
、
谷
崎
の
小
説
に
現
わ
れ
る
分
裂
と
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
観
点
は
さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
は
な
い
。 

 

た
と
え
ば
、「
刺
靑
」「
麒
麟
」
な
ど
の
初
期
作
品
に
「
狐
変
の
妖
婦
」
で
あ

る
「
妲
己
」
や
「
褒
姒
」
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
千
葉
俊
二
氏
は
、

谷
崎
作
品
に
現
わ
れ
る
「
人
格
の
二
重
化
」
に
つ
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
マ

ゾ
ッ
ホ
と
サ
ド
』
を
引
き
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
に
固
有
の
方
法
と
認
め
る
「
否
認
」
と
「
宙

吊
り
」
が
、
常
に
両
義
性
を
と
も
な
っ
て
現
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

狐
変
の
妖
婦
妲
己
は
、
人
間
と
し
て
は
否
認
さ
れ
な
が
ら
、
人
間
の
姿
形
を
し

て
い
る
こ
と
に
お
い
て
宙
吊
り
に
さ
れ
、
人
間
に
し
て
人
間
に
あ
ら
ざ
る
二
重
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存
在
と
し
て
一
つ
の
理
想
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
人
格
の
二
重
化
、
仮
装
、
劇

中
劇
、
作
中
人
物
の
役
割
転
換
な
ど
谷
崎
文
学
に
主
要
な
モ
チ
ー
フ
は
、
す
べ

て
こ
う
し
た
本
体
と
仮
体
と
の
弁
証
法
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」

22
。

千
葉
氏
の
論
は
、
前
近
代
の
文
学
伝
統
な
ど
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
近

代
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
伝
統
的
な
要
素
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る

か
と
い
う
幅
広
い
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、あ
ま
り
単
純
化
は
で
き
な
い

の
だ
が
、
引
用
し
た
箇
所
で
は
、
谷
崎
の
作
品
に
現
わ
れ
る
「
二
重
化
」
の
問

題
は
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

細
江
光
氏
は
、
全
体
的
に
精
神
分
析
学
的
な
そ
の
論
考
の
中
で
、
谷
崎
の
作

品
に
現
わ
れ
る
分
裂
の
原
因
に
つ
い
て
、
谷
崎
自
身
が
、
自
分
を
十
分
に
愛
し

て
く
れ
な
か
っ
た
母
に
対
し
て
「
愛
と
恨
み
の
入
り
混
じ
っ
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ

ン
ツ
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ
と
」

23 

に
よ
る
と
し
、
人
物
の
二
重
化
の
方
法

と
し
て
イ
デ
ア
論
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
女
性
像
を
二
重
化
す
る
や
り

方
の
一
つ
は
、
天
上
の
本
体
＝
理
想
化
さ
れ
た
母
と
地
上
の
影
＝
粗
悪
な
分
身

と
い
う
形
を
取
る
も
の
で
、
こ
れ
は
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
評
伝
』

に
触
発
さ
れ
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
真
似
て
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
」

24
。 

 

こ
れ
ら
従
来
の
論
考
で
も
、
谷
崎
の
小
説
に
登
場
す
る
分
裂
に
つ
い
て
、
説

得
力
の
あ
る
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
従
来
の
見
方
に
メ

デ
ィ
ア
論
的
な
見
方
を
加
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で

あ
る
。 

 

メ
デ
ィ
ア
論
的
な
視
点
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
触
れ
た
千
葉
氏
の
論
考
に
は
メ
デ
ィ
ア
論

的
な
考
察
が
あ
る
。
氏
は
Ｍ
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
を
引
き
つ
つ
、
活
字
印
刷
術
の

発
明
に
よ
っ
て
、
視
覚
が
優
位
な
感
覚
と
な
り
、「
印
刷
術
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

確
立
し
た
透
視
画
法
に
よ
る
遠
近
法
は
、
視
点
の
固
定
化
を
要
請
し
、

消

尽

点

ヴ
ァ
ニ
シ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト

に
収
斂
し
て
ゆ
く
連
続
的
に
し
て
均
質
な
、
秩
序
だ
っ
た
時
空

間
を
用
意
し
、
両
者
あ
い
俟
っ
て
抽
象
化
、
画
一
化
さ
れ
た
断
片
的
線
形
世
界

を
現
出
さ
せ
た
」

25 

と
い
う
。
そ
し
て
、
昭
和
初
年
代
の
谷
崎
の
語
り
の
文
体

の
採
用
は
、
そ
れ
に
対
す
る
「
異
議
申
し
立
て
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
印
刷

術
と
遠
近
法
が
、
視
点
の
固
定
化
に
よ
っ
て
内
部
へ
の
志
向
を
深
め
て
、
本
来

五
感
に
相
互
依
存
し
自
然
の
な
か
の
生
き
た
力
と
し
て
あ
っ
た
言
葉
を
精
神

的
世
界
に
帰
属
せ
し
め
、
冷
淡
で
、
抽
象
的
、
非
個
性
的
な
視
覚
言
語
の
価
値

を
優
先
さ
せ
て
し
ま
い
、
本
来
の
言
語
機
能
が
持
つ
多
元
的
、
多
義
的
、
多
視

点
的
な
世
界
を
抑
圧
す
る
も
の
と
し
て
働
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。谷
崎
が

採
用
し
た
多
様
な
語
り
の
文
体
は
、
そ
う
し
た
硬
直
化
し
た
視
覚
言
語
に
力
強

さ
や
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
少
し
で
も
回
復
し
よ
う
と
す
る
異
議
申
立
て
で
あ
り
、

視
覚
言
語
の
な
か
に
安
住
し
て
し
ま
っ
た
近
代
の
小
説
言
語
に
対
し
て
そ
の

反
省
を
促
す
も
の
な
の
で
あ
る
」

26
。 

 

千
葉
氏
は
メ
デ
ィ
ア
論
的
な
視
点
か
ら
、
昭
和
初
年
代
の
谷
崎
の
「
異
議
申

し
立
て
」
を
析
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の

登
場
と
そ
れ
に
よ
る
社
会
的
な
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
こ

の
小
稿
で
は
付
け
加
え
た
い
わ
け
で
あ
る
。 

  

細
江
氏
の
論
で
二
点
注
目
し
て
お
き
た
い
。
人
物
の
分
裂
に
つ
い
て
、
氏
は
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「
日
本
回
帰
後
は
、
両
極
端
へ
の
分
裂
が
目
立
た
な
く
な
り
、
人
間
的
な
弱
さ

を
含
ん
だ
普
通
の
女
性
が
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
」

27 

る
と
い
う
。
氏
に
よ
れ
ば
谷
崎

の
日
本
回
帰
に
は
時
間
的
な
幅
が
あ
る
の
だ
が
、「
昭
和
三
年
を
「
西
洋
崇
拝

期
」
の
終
焉
と
す
る
」28 

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
昭
和
三
年
と
い
う
の
は
「
蓼

食
ふ
蟲
」
発
表
の
年
で
、
実
は
こ
の
「
蓼
食
ふ
蟲
」
の
あ
と
、
谷
崎
の
小
説
に

は
映
画
の
登
場
す
る
機
会
が
激
減
す
る
。
谷
崎
に
と
っ
て
、
西
洋
と
映
画
と
が

非
常
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

「「
西
洋
崇
拝
期
」
の
終
焉
」
と
作
品
か
ら
の
映
画
の
消
失
と
の
関
係
は
か
な
り

濃
厚
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
尚
且
つ
そ
こ
に
作
中
人
物
の
分
裂
が
「
目
立

た
な
く
な
」
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

も
う
一
点
、「『
春
琴
抄
』
以
後
、
イ
デ
ア
論
が
急
速
に
終
焉
を
迎
え
た
」
と

も
細
江
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
「
春
琴
抄
」
の
発
表
は
昭
和
八
年
で
あ
る
。
イ

デ
ア
論
と
谷
崎
の
作
中
人
物
、
も
し
く
は
作
中
の
世
界
の
分
裂
と
が
関
係
し
て

い
る
こ
と
は
細
江
氏
の
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
時
期
を
考
え
れ
ば
、
イ

デ
ア
論
と
分
裂
と
の
関
係
も
重
要
で
あ
る
が
、
映
画
と
の
関
係
も
見
逃
せ
な
い

の
で
は
か
な
ろ
う
か
。 

先
述
の
よ
う
に
、
昭
和
三
年
の
「
蓼
食
ふ
蟲
」
以
降
、
小
説
で
は
映
画
に
言

及
さ
れ
る
こ
と
が
極
端
に
少
な
く
な
る
。
そ
の
後
も
随
筆
等
で
は
し
ば
し
ば
映

画
を
観
た
こ
と
に
触
れ
て
お
り
、谷
崎
が
映
画
へ
の
関
心
を
失
っ
た
わ
け
で
は

な
い
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
創
作
と
は
結
び
つ
か
な
く
な
っ
た
ら
し
い
。
創

作
と
の
関
係
で
言
え
ば
、昭
和
三
年
あ
た
り
を
谷
崎
に
お
け
る
映
画
の
時
代
の

終
わ
り
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

 

作
中
人
物
の
分
裂
と
関
連
す
る
と
見
ら
れ
る
「
西
洋
崇
拝
期
」
の
終
焉
と
、

イ
デ
ア
論
の
終
焉
が
、映
画
の
時
代
の
終
焉
と
か
な
り
近
い
時
期
に
あ
る
こ
と

は
、
作
中
の
分
裂
と
い
う
現
象
と
映
画
と
の
関
わ
り
を
強
く
示
唆
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。 

  

さ
て
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
谷
崎
の
作
品
を
辿
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、
「
呪

は
れ
た
戯
曲
」（
大
正
八
〔
一
九
一
九
〕
年
五
月
『
中
央
公
論
』）
は
気
に
な
る

作
品
で
あ
る
。 

 

こ
の
作
品
は
、
愛
人
の
た
め
に
妻
を
殺
す
決
意
を
し
た
戯
曲
家
《
佐
々
木
》

が
、
ま
ず
妻
殺
し
の
戯
曲
を
書
き
、
そ
の
戯
曲
の
通
り
に
妻
を
殺
し
た
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
複
雑
な
の
は
、
佐
々
木
が
書
い
た
戯
曲
《
「
善
と
惡
」》
に
妻
を

殺
す
戯
曲
家
《
井
上
》
が
登
場
し
、
こ
の
《
井
上
》
も
《
「
善
と
惡
」
》
と
い
う

妻
殺
し
の
戯
曲
を
書
い
て
い
る
と
い
う
形
で
、
四
重
、
あ
る
い
は
正
確
に
は
五

重
の
入
れ
籠
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。《
井
上
》
は
自
身
の
戯
曲
「
善

と
惡
」
の
設
定
と
同
じ
場
所
で
、
同
じ
時
刻
に
、
戯
曲
を
読
み
聞
か
せ
な
が
ら

妻
を
殺
害
す
る
の
だ
が
、
い
つ
の
間
に
か
《
井
上
》
と
妻
《
春
子
》
の
会
話
が

戯
曲
の
中
の
台
詞
と
同
化
し
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
。 

 

そ
し
て
《
佐
々
木
》
も
、
自
身
の
戯
曲
の
作
中
人
物
で
あ
る
《
井
上
》
と
同

じ
よ
う
に
妻
を
殺
害
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幾
重
に
も

重
な
る
入
れ
籠
構
造
の
中
で
、
本
来
別
々
の
水
準
に
属
す
る
人
物
た
ち
が
一
つ

に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
同
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
小
説
が
作
中
作
と
し
て
戯
曲
を
用
い
て
い
る
こ
と
は―

―

あ
る
い
は

作
者
の
視
野
の
中
に
戯
曲
が
存
在
し
た
こ
と
は
、水
準
の
異
な
る
人
物
と
世
界

の
重
ね
合
わ
せ
、同
化
と
い
う
現
象
と
関
わ
り
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。《
佐
々
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木
》
の
戯
曲
は
事
件
の
場
面
を―

―

と
い
う
こ
と
は
実
際
の
妻
の
殺
害
の
場
面

も―
―

当
初
《
淺
草
公
園
内
、
活
動
寫
眞
館
の
立
ち
續
く
狹
き
道
路
》
に
す
る

こ
と
を
構
想
し
て
い
た
の
だ
が
、
映
画
を
意
識
し
た
こ
の
構
想
は
、
こ
の
作
品

で
は
途
中
で
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
同
化
と
言
い
分
裂
と
言
っ
て
も
、
た
だ
方
向
性
が
異
な
る
だ
け

で
、
同
じ
現
象
の
裏
表
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
多
少
の
意
味
は
取
り
出
せ
そ

う
で
も
あ
る
。 

 

金
子
昭
雄
氏
は
、「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
で
は
読
者
に
と
っ
て
現
実
と
虚
構
が

曖
昧
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
登
場
人
物
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
。

「
逆
に
い
え
ば
、
芸
術
が
自
ら
を
現
実
化
す
る
瞬
間
を
体
験
で
き
る
の
は
、
そ

の
創
作
の
場
面
や
犯
行
と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
形
で
上
演
の
場
面
に
立
会

う
特
権
的
な
存
在
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
の
み
、
二
つ
の
世

界
の
境
界
線
が
「
あ
や
ふ
や
」
に
な
る
の
で
あ
る
」

29
。
氏
は
上
演
性
に
注
目

し
て
い
る
。氏
の
分
析
を
敷
衍
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
重
ね
合
わ
せ
、

同
化
は
舞
台
劇
的
な
上
演
性
が
な
く
て
は
起
ら
な
い
、と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

通
常
、
こ
う
し
た
上
演
性
が
映
画
に
は
希
薄
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。 

 

谷
崎
の
日
本
回
帰
と
言
わ
れ
る
時
代
の
作
品
で
あ
る
「
蓼
喰
ふ
蟲
」（
昭
和

三
〔
一
九
二
八
〕
年
一
二
月
～
四
〔
一
九
二
四
〕
年
六
月
『
大
阪
每
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
で
は
、
様
々
な
形
で
人
物
や
事
件
の
重
ね
合
わ
せ
や
同
化
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
、
人
形
浄
瑠
璃
や
能
、
歌
舞
伎
な
ど
の
舞
台
劇
が

極
め
て
重
要
な
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
上
演
性
の
高
い
芸
能
と
、
人
物
や
世
界
の
重
ね
合
わ
せ
、
同
化
と

の
関
係
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
た
い
と
思
う
。 

 
 【

注
】 

 1 

渡
邉
正
彦
『
近
代
文
学
の
分
身
像
』
（
角
川
書
店 

一
九
九
九
年
二
月
）
一
一
頁 

2 

同
前 

一
二
一
頁 

3 

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
『
文
芸
学
の
形
式
的
方
法
』（
桑
野
隆
・
佐
々
木
寛
訳 

新

時
代
社 

一
九
八
六
年
一
一
月
）
二
九
七
頁 

4 

同
前 

二
九
五
頁 

5 

以
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
年
～
昭
和
五
八
年
刊
行
）
に
よ
る
。 

6 

平
野
正
裕
「
大
正
期
横
浜
に
お
け
る
映
画
製
作
と
「
純
映
画
劇
運
動
」―

―

大
正
活

映
と
ト
ー
マ
ス
栗
原
、
あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
映
画
監
督
の
誕
生―

―

」（『
横
浜

開
港
資
料
館
紀
要
』
二
五
号 

二
〇
〇
七
年
三
月
）
二
八
頁 

7 

出
口
丈
人
『
映
画
映
像
史
』（
小
学
館 

二
〇
〇
四
年
四
月
）
二
〇
頁 

8 

映
画
と
の
関
係
で
小
説
に
分
身
が
発
生
す
る
様
態
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 

二
〇
一
二
年
六
月
〕）
で

論
じ
た
。 

9 

山
中
剛
史
「
銀

幕

ス
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On Film and the Works of Tanizaki Junichiro (1) 
 

Watanabe Taku 
 

 

Abstract 

It has been pointed out in the past that split personalities often appear in novels of the Taisho era. In 

this paper, I will show that such split personalities and split worlds frequently appear in relation to films 

in Tanizaki Junichiro's works, and discuss how such split relates to films by examining the difference 

between films and stage plays. I will also point out that in works that are more conscious of stage drama 

than film, there is not a division but a superimposition and assimilation. 

 

Key words: Film, Split Personality, Assimilation, Tanizaki Junichiro  

 


