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佐

藤

未

央

子

は
じ
め
に

谷
崎
潤
一
郎
は
︑
大
正
九
年
五
月
か
ら
約
一
年
半
︑
大
正
活
映
︵
以
下
︑
大

活
︶
の
脚
本
家
と
し
て
︑
映
画
制
作
に
心
血
を
注
い
だ
︒
こ
の
体
験
は
こ
れ
ま

で
様
々
に
調
査
さ
れ
︑
主
に
作
家
論
の
な
か
で
考
察
さ
れ
て
き
た
︒
千
葉
伸
夫

氏
﹃
映
画
と
谷
崎①
﹄
に
詳
し
い
︒
映
画
的
要
素
を
取
り
込
ん
だ
作
品
論
で
は
︑

﹁
人
面
疽
﹂︵
大
�
・
�
︶︑﹁
青
塚
氏
の
話
﹂︵
大

・
�
～
�
︑

～

︶
研

15

11

12

究②
が
活
発
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
谷
崎
の
映
画
受
容
問
題
や
︑
他
作
品
に
お
け
る

映
画
的
要
素
の
分
析
は
︑
ま
だ
解
明
の
余
地
を
残
し
て
い
る
︒
谷
崎
の
映
画
体

験
と
作
品
の
有
機
的
関
係
を
解
明
す
る
た
め
に
︑
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
ろ

う
︒
本
稿
は
そ
の
一
端
と
し
て
︑
大
正
十
二
年
一
月
に
﹁
中
央
公
論
﹂
に
発
表

さ
れ
た
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒
作
品
中
で
言
及
さ
れ
る
︑
ア
メ

リ
カ
の
映
画
監
督
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
︵
以
下
︑
デ
ミ
ル
︶
作
品
に
つ
い
て

考
察
し
︑
作
中
で
映
画
が
果
た
す
機
能
を
意
義
づ
け
て
い
く
︒

｢ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
は
︑
舞
台
女
優
の
恋
人
︑
早
百
合
子
に
捨
て
ら
れ
て
落

ち
ぶ
れ
た
中
年
小
説
家
エ
モ
リ
が
︑
彼
女
に
宛
て
て
語
る
書
簡
形
式
を
と
る
︑

全
八
章
の
中
編
小
説
で
あ
る
︒
エ
モ
リ
は
︑
早
百
合
子
と
別
れ
て
横
浜
へ
移
住

し
︑
露
西
亜
人
ニ
ー
ナ
に
憧
れ
る
︒
し
か
し
日
々
妄
想
を
し
て
過
ご
し
て
い
る

う
ち
に
︑
ニ
ー
ナ
は
恋
人
と
海
外
へ
行
っ
て
し
ま
う
︒
エ
モ
リ
は
神
経
衰
弱
に

か
か
る
が
︑
昔
か
ら
憧
れ
て
い
た
﹁
白
﹂
い
色
の
最
た
る
象
徴
が
﹁
聖
母
マ
リ

ア
﹂
な
の
だ
と
悟
る
︒
そ
し
て
彼
は
結
末
で
︑﹁
聖
母
マ
リ
ア
﹂
の
面
影
を
持

っ
た
﹁
跛
足
﹂
の
露
西
亜
人
少
女
ソ
フ
ィ
ア
に
安
ら
ぎ
を
見
出
す
︒

｢ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
の
初
刊
は
︑
大
正
十
二
年
三
月
︵
新
潮
社
︿
中
編
小
説

叢
書
﹀
シ
リ
ー
ズ
第

巻
﹃
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹄
︶︒
そ
の
後
︑
昭
和
二
十
二
年
十

12

月
に
も
︑
全
国
書
房
︵
京
都
︶
か
ら
再
刊
さ
れ
た
︒
し
か
し
最
初
の
全
集
﹃
谷

崎
潤
一
郎
全
集
﹄︵
全

巻
︑
昭

・

・

～
昭

・
�
・

︑
中
央
公
論

30

32

12

10

34

30
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潤
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社
︶
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒
谷
崎
は
全
集
刊
行
に
際
し
て
︑﹁
自
分
で
読

む
に
堪
へ
な
い
﹂
﹁
他
人
に
読
ま
れ
た
く
な
い
﹂︵﹁
谷
崎
潤
一
郎
全
集
序
﹂︶
作

品
は
削
除
し
た
と
い
う
︒
谷
崎
は
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
を
失
敗
作
だ
と
見
做
し

て
い
た
よ
う
だ
︒
確
か
に
︑
描
写
が
冗
長
で
あ
る
点
や
︑
谷
崎
自
身
の
体
験
や

考
え
を
︑
手
を
加
え
ず
に
述
べ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
︑
創
作
性
を
重
ん
じ

た
谷
崎
が
そ
う
感
じ
る
の
も
無
理
は
な
い
︒
結
局
︑
谷
崎
没
後
に
出
版
さ
れ
た

﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄︵
全

巻
︑
昭

・

・

～
昭

・
�
・

︑
中
央
公

28

41

11
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45

30

論
社
︶
に
︑
よ
う
や
く
収
録
さ
れ
た
︒

谷
崎
の
否
定
的
な
態
度
の
た
め
か
︑﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
は
こ
れ
ま
で
︑
低

い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
き
た
︒
先
行
研
究
で
は
︑
エ
モ
リ
の
﹁
白
﹂
へ
の
愛
着

を
︑
谷
崎
の
他
作
品
や
随
筆
に
お
け
る
言
及
と
関
連
さ
せ
て
︑
谷
崎
自
身
の
プ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
置
き
替
え
た
も
の
が
多
い③
︒
ま
た
︑﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
自
体

が
︑
作
家
理
解
の
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
︒

本
稿
は
︑
観
念
論
的
読
解
に
留
ま
ら
ず
︑
作
中
の
デ
ミ
ル
映
画
が
重
要
な
機

能
を
果
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
︒
指
摘
さ
れ
て
き
た
﹁
白
﹂
イ
メ
ー
ジ
の
実
像

は
︑
映
画
﹁
ア
ッ
フ
ェ
イ
ア
ス
・
オ
ブ
・
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂︵
以
下
︑﹁
ア
ナ
ト
ー

ル
﹂︶
の
一
場
面
に
登
場
す
る
女
性
の
彫
像
に
具
体
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
示

し
︑
分
析
す
る
︒
併
せ
て
︑
映
画
﹁
何
故
妻
を
換
へ
る
か
？
﹂︑﹁
愚
人
の
楽

園
﹂
の
意
味
を
検
討
し
︑
こ
れ
ま
で
読
み
取
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
の
内
実

を
明
ら
か
に
す
る
︒
以
上
の
方
法
で
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
を
再
評
価
し
︑
谷
崎

の
作
品
史
に
お
い
て
︑
重
要
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
再
提
起
し
て
い
き
た
い
︒

一

映
画
の
可
能
性

ま
ず
︑
谷
崎
と
映
画
の
関
わ
り
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

谷
崎
は
い
ち
早
く
︑
映
画
に
芸
術
的
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
︒
そ
の
原
体

験
は
︑
晩
年
の
随
筆
﹁
幼
少
時
代
﹂︵
昭

・
�
～
昭

・
�
︶
で
回
顧
さ
れ

30

31

て
お
り
︑
小
説
で
は
︑
﹁
秘
密
﹂︵
明

・

︶
に
映
画
が
初
め
て
登
場
す
る
︒

44

11

大
正
六
年
九
月
に
は
映
画
評
論
﹁
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
﹂
を
発
表
︒
こ
こ

で
谷
崎
は
︑
西
洋
映
画
を
参
考
に
︑
娯
楽
的
要
素
が
強
い
日
本
映
画
の
改
善
案

を
提
言
︒
ま
た
︑
映
画
が
﹁
平
民
的
﹂
な
た
め
に
﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
の
﹁
時

勢
に
適
合
し
た
芸
術
﹂
た
り
得
︑
﹁
限
ら
れ
た
観
客
﹂
が
相
手
で
︑
﹁
其
の
場
限

り
で
消
え
﹂
る
一
回
性
の
演
劇
と
比
較
し
て
︑
活
動
写
真
の
フ
ィ
ル
ム
が
﹁
不

朽
の
生
命
を
保
﹂
ち
得
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
将
来
芸
術
と
し
て
発
達
す
る
﹂
可
能

性
を
示
し
た
︒
翌
年
三
月
の
﹁
人
面
疽
﹂
で
は
作
中
劇
な
ら
ぬ
︿
作
中
映
画
﹀

を
用
い
︑
専
門
的
な
撮
影
知
識
︵﹁
大
映
し
﹂︑
﹁
焼
き
込
み
﹂
等
︶
を
も
披
露

し
た
︒
映
画
制
作
に
携
わ
る
以
前
か
ら
︑
相
当
な
知
識
を
蓄
え
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
︒
足
繁
く
映
画
館
に
通
い
︑
映
画
雑
誌
を
熟
読
し
た
賜
物
だ
ろ
う
︒
大

正
九
年
五
月
に
大
活
の
脚
本
家
に
な
り
︑
念
願
の
映
画
制
作
に
乗
り
出
し
た
事

は
︑
周
知
の
通
り
で
あ
る
︒

次
に
︑
谷
崎
と
エ
モ
リ
の
映
画
観
の
重
な
り
を
検
討
す
る
︒
エ
モ
リ
は
︑
ニ

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能
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ー
ナ
と
映
画
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
を
観
に
行
く
︒
エ
モ
リ
は
そ
こ
で
︑
早
百
合
子

と
映
画
を
観
た
記
憶
と
︑﹁
映
画
の
中
の
さ
ま
〴
〵
な
光
景
﹂
が
︑﹁
一
つ
の
世

界
に
融
け
﹂
て
い
る
こ
と
を
振
り
返
り
︑
映
画
は
﹁
人
間
が
機
械
の
力
で
作
る

や
う
に
な
つ
た
精
巧
な
夢
だ
﹂︑﹁
機
械
の
お
か
げ
で
多
勢
が
一
つ
所
に
集
ま
つ

て
一
つ
の
夢
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
﹂︑﹁
何
処
ま
で
が
映
画
の
中
の
夢
で
あ
り
︑

何
処
ま
で
が
自
分
自
身
の
夢
で
あ
る
や
ら
︑
そ
の
境
界
は
遂
に
ボ
ン
ヤ
リ
し
て

分
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
﹂︵
四
︶︵
傍
線
引
用
者
︑
以
下
同
︶
と
語
る
︒

こ
の
記
述
は
︑
映
画
評
論
﹁
映
画
雑
感
﹂︵
大

・
�
︶
と
一
致
す
る
︒﹁
活

10

動
写
真
は
普
通
の
夢
よ
り
は
稍
�
ハ
ツ
キ
リ
し
た
夢
だ
︵
略
︶
我
等
が
活
動
写

真
館
へ
行
く
の
は
白
昼
夢
を
見
に
行
く
の
で
あ
る
︵
略
︶
果
て
は
そ
れ
が
夢
で

あ
つ
た
か
映
画
で
あ
つ
た
か
も
分
か
ら
な
く
な
つ
て
︑
一
つ
の
美
し
い
幻
影
と

し
て
長
く
記
憶
の
底
に
残
る
︒
ま
こ
と
に
映
画
は
人
間
が
機
械
で
作
り
出
す
と

こ
ろ
の
夢
で
あ
る
﹂
︒
エ
モ
リ
の
映
画
観
に
は
︑
谷
崎
自
身
の
映
画
観
が
反
映

さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
の
冒
頭
︑
エ
モ
リ
は
東
京
で
︑
早
百
合
子

の
衣
装
の
世
話
を
す
る
な
ど
し
て
暮
ら
し
て
い
た
︒
捨
て
ら
れ
た
後
は
﹁
東

京
﹂
も
﹁
日
本
の
女
﹂
も
﹁
イ
ヤ
に
な
つ
た
か
ら
﹂﹁
横
浜
あ
た
り
の
西
洋
人

街
へ
越
し
て
見
よ
う
か
﹂︵
一
︶
と
考
え
︑
早
速
横
浜
山
手
に
居
を
移
す
︒
西

洋
風
の
生
活
を
始
め
︑
白
人
女
性
︵
伊
太
利
人
ミ
セ
ス
・
Ｗ
︑
若
く
美
し
い
露

西
亜
人
ニ
ー
ナ
︶
と
交
流
す
る
︒
東
京
か
ら
横
浜
へ
の
転
居
は
︑
谷
崎
自
身
に

も
重
な
り
合
う
︒
物
語
を
始
動
す
る
こ
の
転
居
の
意
味
を
︑
随
筆
﹁
東
京
を
お

も
ふ
﹂︵
昭
�
・
�
～
�
︶
﹁
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
﹂
を
手
が
か
り
に
考
え

た
い
︒

ま
ず
谷
崎
は
﹁
東
京
を
お
も
ふ
﹂
で
︑
横
浜
に
住
ん
で
い
た
の
は
︑
大
活
撮

影
所
へ
通
勤
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
︑
東
京
が
嫌
い
に
な
っ
た
た
め
だ
と
振

り
返
る
︒
続
い
て
︑﹁
旧
き
日
本
が
捨
て
ら
れ
て
︑
ま
だ
新
し
き
日
本
が
来
た

ら
ず
︑
そ
の
孰
方
よ
り
も
悪
い
ケ
ー
オ
ス
の
状
態
﹂
と
当
時
の
東
京
を
酷
評
し

て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
当
時
通
俗
的
人
気
が
あ
っ
た
尾
上
松
之
助
主
演
の
映
画
を

﹁
面
白
が
つ
て
見
物
す
る
日
本
人
の
頭
脳
や
趣
味
が
疑
は
れ
﹂
る
と
し
︑
自
身

は
﹁
西
洋
映
画
を
見
る
よ
り
外
に
楽
し
み
は
な
か
つ
た
﹂
と
回
顧
し
て
い
る
こ

と
に
留
意
し
た
い
︒

谷
崎
は
︑
旅
費
を
調
達
で
き
ず
に
洋
行
を
断
念
す
る
が
︑
西
洋
映
画
の
影
響

に
よ
る
﹁
西
洋
を
慕
ふ
心
持
﹂
を
︑
横
浜
で
の
西
洋
式
生
活
に
よ
っ
て
満
た
そ

う
と
し
た
︒
つ
ま
り
エ
モ
リ
の
転
居
に
は
︑
谷
崎
自
身
の
体
験
が
反
映
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
﹂
で
谷
崎
は
︑
映
画
と
演
劇
を
比
較
し

た
︒
映
画
で
は
﹁
大
映
し
﹂
に
よ
っ
て
︑﹁
容
貌
や
肉
体
の
微
細
な
る
特
長
ま

で
が
︑
極
め
て
明
瞭
に
映
し
出
さ
れ
﹂
︑
演
劇
の
よ
う
に
﹁
粉
飾
を
以
て
其
の

年
齢
や
肉
体
や
輪
郭
を
胡
麻
化
す
こ
と
は
で
き
な
い
﹂︒
谷
崎
は
︑
映
画
に

﹁
写
実
﹂
を
見
出
し
て
い
た
︒﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
の
エ
モ
リ
は
︑
舞
台
で
早
百

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能
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合
子
が
脇
役
を
あ
て
が
わ
れ
︑
早
百
合
子
よ
り
年
上
の
﹁
婆
さ
ん
﹂︵
一
︶
が

王
女
役
を
し
た
事
に
憤
慨
し
て
い
る
︒﹁
年
増
﹂
女
優
が
熟
練
と
売
上
の
た
め

に
優
遇
さ
れ
る
な
ら
ば
︑﹁
芝
居
は
現
実
よ
り
も
猶
汚
い
﹂︵
一
︶
と
︑
演
劇
界

の
事
情
を
非
難
す
る
︒
こ
う
い
っ
た
エ
モ
リ
の
態
度
は
︑
谷
崎
が
述
べ
て
い
た

映
画
の
可
能
性
に
繋
が
っ
て
い
く
︒
エ
モ
リ
が
映
画
の
﹁
大
映
し
﹂︵
四
︶
を

好
む
と
い
う
設
定
も
︑
こ
の
評
論
を
補
助
線
に
す
る
と
︑
自
然
で
あ
る
と
言
え

よ
う
︒

以
上
か
ら
︑
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
エ
モ
リ
に
は
︑
芸
術
や
都
市
に

対
す
る
谷
崎
の
考
え
が
︑
そ
の
ま
ま
託
さ
れ
て
い
る
と
こ
と
が
わ
か
る
︒

か
つ
て
自
分
が
そ
う
し
た
よ
う
に
︑
谷
崎
は
エ
モ
リ
を
︑
近
代
化
の
途
上
で

﹁
ケ
ー
オ
ス
﹂
化
し
た
東
京
か
ら
︑
西
洋
に
開
か
れ
た
横
浜
へ
移
動
さ
せ
た
︒

エ
モ
リ
は
︑
早
百
合
子
へ
の
未
練
を
覗
か
せ
つ
つ
も
︑
次
第
に
︑
ニ
ー
ナ
の

﹁
白
﹂
く
豊
満
な
肉
体
美
に
気
持
ち
を
傾
け
て
い
く
︒
早
百
合
子
が
金
髪
の
鬘

を
か
ぶ
っ
て
﹁
希
臘
風
﹂︵
一
︶
の
衣
装
を
着
て
も
︑
西
洋
人
の
模
倣
を
し
た

日
本
人
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

不
自
然
な
﹁
東
京
﹂︑﹁
日
本
の
女
﹂
に
埋
も
れ
て
く
す
ぶ
っ
て
い
た
エ
モ
リ

は
︑﹁
自
然
﹂
な
西
洋
人
街
横
浜
で
︑
外
国
人
と
の
交
流
を
通
し
て
再
生
し
て

ゆ
く
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
自
然
﹂
を
求
め
た
エ
モ
リ
は
︑﹁
嘘
ら
し
い
﹂︵﹁
活
動

写
真
の
現
在
と
将
来
﹂︶
芝
居
で
は
な
く
︑
映
画
の
﹁
写
実
﹂︵
同
︶
が
も
た
ら

す
効
果
に
心
を
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

二

｢
白
﹂
の
イ
メ
ー
ジ

次
に
︑
こ
れ
ま
で
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
論
の
中
心
を
占
め
て
き
た
︑
エ
モ
リ

の
﹁
白
﹂
い
色
へ
の
愛
着
に
つ
い
て
見
て
お
く
︒

貧
し
い
少
年
ワ
シ
リ
ー
の
汚
れ
た
身
体
を
哀
れ
に
思
っ
た
エ
モ
リ
は
︑
風
呂

で
身
体
を
洗
っ
て
や
る
︒
そ
の
時
︑
垢
に
隠
さ
れ
た
﹁
白
﹂
い
肌
を
発
見
し
︑

﹁
白
﹂
へ
の
想
い
を
強
め
て
い
く
︒

エ
モ
リ
が
語
る
に
は
︑
人
は
﹁
孤
独
﹂
で
﹁
淋
し
い
﹂
ほ
ど
︑
﹁
好
愛
す
る

物
﹂
を
必
要
と
す
る
︒
そ
れ
は
﹁
人
で
な
く
て
も
﹂
よ
く
︑﹁
フ
エ
テ
イ
シ
ズ

ム
に
似
た
心
持
﹂
で
︑﹁
そ
の
奴
隷
と
し
て
恰
も
神
に
対
す
る
や
う
に
﹂﹁
崇
拝

す
る
﹂︒
エ
モ
リ
に
と
っ
て
﹁
白
﹂
と
は
﹁
優
雅
︑
武
勇
︑
知
恵
︑
品
格
﹂
の

象
徴
で
︑﹁
此
の
世
の
中
の
何
物
に
も
優
る
貴
い
も
の
﹂︵
七
︶
だ
っ
た
︒
エ
モ

リ
は
少
年
時
代
︑
崇
拝
対
象
﹁
白
﹂
を
︑﹁
角
力
の
人
形
﹂︑
女
装
の
﹁
美
少

年
﹂︑﹁
鼠
﹂︑﹁
牛
若
丸
﹂
に
扮
し
た
﹁
少
女
﹂
な
ど
に
見
て
い
た
︒
現
在
そ
の

﹁
白
﹂
は
︑
早
百
合
子
や
ニ
ー
ナ
︑
女
優
達
︑
ワ
シ
リ
ー
の
足
と
︑
常
に
形
を

変
え
て
い
く
︒﹁
白
﹂
は
エ
モ
リ
の
﹁
生
命
が
永
久
に
焦
れ
慕
﹂
う
﹁
完
全
な

美
の
標
的
﹂
で
︑
い
つ
の
間
に
か
﹁
女
﹂
と
同
一
に
な
っ
て
い
た
と
告
白
す
る
︒

そ
し
て
エ
モ
リ
は
﹁
女
﹂
を
材
料
に
創
作
す
る
︑
つ
ま
り
﹁
白
﹂
は
︑
自
分
の

﹁
芸
術
﹂
は
も
ち
ろ
ん
︑﹁
生
活
﹂︑
﹁
思
想
﹂︑﹁
意
念
﹂
︑﹁
凡
て
の
も
の
ゝ
母
﹂

︵
七
︶
な
の
だ
と
結
論
付
け
る
︒

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能
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｢白
﹂
イ
メ
ー
ジ
へ
の
執
着
が
谷
崎
自
身
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
集
約
さ
れ
る

こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
物
語
後
半
の
重
要

な
要
素
で
あ
り
︑
タ
イ
ト
ル
に
も
採
用
さ
れ
る
聖
歌
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
や
︑

祖
父
の
マ
リ
ア
像
を
見
た
記
憶
は
︑
全
て
谷
崎
の
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

が
︑
随
筆
﹁
生
れ
た
家
﹂︵
大

・
�
︶︑﹁
饒
舌
録
﹂︵
昭

・

～

︶︑
谷

10

12

崎
の
弟
終
平
の
懐
古
録④
か
ら
判
断
で
き
る
︒
後
述
す
る
作
中
の
映
画
体
験
も
︑

谷
崎
自
身
の
も
の
だ
︒
第
一
章
で
確
認
し
た
︑
映
画
観
な
ど
の
一
致
も
踏
ま
え

る
と
︑
エ
モ
リ
と
谷
崎
は
︑
類
似
ど
こ
ろ
か
同
化
し
か
ね
な
い
危
う
い
関
係
に

あ
る
︒
し
か
し
︑
映
画
制
作
に
力
を
注
い
だ
谷
崎
と
は
対
照
的
に
︑
エ
モ
リ
は
︑

妄
想
し
か
生
き
が
い
が
な
い
︑
落
ち
ぶ
れ
た
作
家
だ
っ
た
︒
こ
の
設
定
は
︑

様
々
な
芸
術
表
現
を
模
索
し
た
谷
崎
が
︑
過
去
の
自
身
を
極
端
に
戯
画
化
し
た

も
の
だ
ろ
う
︒

谷
崎
の
体
験
や
思
想
と
の
一
致
は
︑
後
代
の
指
摘
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た

い
︒
同
時
代
映
画
を
軸
に
読
み
解
く
と
︑
新
た
な
表
情
を
見
せ
る
﹁
ア
ヹ
・
マ

リ
ア
﹂
を
︑
作
者
の
言
葉
通
り
に
︑
失
敗
作
だ
と
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
︒次

章
で
は
︑
エ
モ
リ
が
観
る
映
画
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
の
一
場
面
に
登
場
す
る

像
に
︑﹁
白
﹂
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
︒
こ
の
場
面
は
︑

か
ね
て
か
ら
大
理
石
像
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
き
た
谷
崎⑤
の
興
味
を
一
層
強
固
に

し
︑
他
作
品
へ
昇
華
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
︒

三

セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
を
め
ぐ
っ
て

︵
�
︶
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
の
大
理
石
像

エ
モ
リ
と
ニ
ー
ナ
が
観
た
映
画
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
︵
原
題

“T
h
e
aff
airs
of

A
n
atol”︶
は
︑
ア
メ
リ
カ
・
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
社
の
制
作
︒
全
九
巻
︒
一
九
二

一
︵
大
正

︶
年
九
月
二
十
五
日
ア
メ
リ
カ
で
封
切⑥
︒
監
督
は
﹁
セ
シ
ル
・

10

ド
・
ミ
ル
﹂︵
正
し
く
は
C
ecil
B
.D
eM
ille
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
︒
以
下
︑

デ
ミ
ル
︶︒
主
演
は
﹁
ウ
オ
レ
ー
ス
・
リ
ー
ド
﹂
︵
W
allace
R
eid
︶
と
﹁
グ

ロ
リ
ア
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
﹂︵
G
loria
S
w
an
son
以
下
︑
ス
ワ
ン
ソ
ン
︶
︒
ほ
か

﹁
ビ
ー
ブ
・
ダ
ニ
エ
ル
﹂︵
B
eb
e
D
an
iels
以
下
︑
ビ
ー
ブ
︶
も
出
て
い
る
︒

日
本
で
は
︑
大
正
十
一
年
に
八
月
三
十
一
日
か
ら
帝
国
劇
場
で
︑
九
月
十
五

日
か
ら
浅
草
千
代
田
館
で
上
映
さ
れ
た⑦
︒﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
作
中
で
は
︑
横

浜
山
手
の
劇
場
﹁
ゲ
イ
テ
イ
ー
座
﹂︵
ゲ
ー
テ
座⑧
︶
で
観
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

当
時
の
ゲ
ー
テ
座
催
物
一
覧
を
見
る
と
︑
大
正
十
一
年
九
月
十
二
日
︵
火
曜

日
︶
に
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
を
上
映
し
た
記
録
が
あ
り
︑
谷
崎
が
ゲ
ー
テ
座
で
観

た
こ
と
が
推
測
で
き
る⑨
︒

デ
ミ
ル
は
︑
ス
ワ
ン
ソ
ン
や
ビ
ー
ブ
ら
を
主
演
に
︑
男
女
関
係
の
破
綻
と
復

活
を
主
題
と
し
た
連
作
を
撮
っ
て
い
た
︒﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
も
そ
の
一
環
で
あ

る
︒
日
本
の
映
画
雑
誌
は
︑
デ
ミ
ル
の
豪
奢
な
舞
台
装
置
や
︑
俳
優
育
成
の
手

腕
を
評
価
し
て
い
る⑩
︒
エ
モ
リ
も
同
じ
点
に
着
目
し
て
お
り
︑
ま
た
デ
ミ
ル
が

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能
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〔図Ⅰ〕

ス
ワ
ン
ソ
ン
の
﹁
足
﹂
を
﹁
大
映
し
﹂
に
す
る
こ
と
を
評
価
し
︑
フ
ッ
ト
・
フ

ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
る
︒

さ
て
︑
エ
モ
リ
は
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
に
つ
い
て
︑
ウ
ォ
レ
ー
ス
・
リ
ー
ド
演

じ
る
﹁
妻
に
飽
き
足
ら
ぬ
﹂
ア
ナ
ト
ー
ル
が
︑﹁
女
優
を
追
つ
か
け
た
り
田
舎

娘
に
惚
れ
た
り
﹂
し
な
が
ら
も
︑﹁﹃
め
で
た
し
め
で
た
し
﹄
で
夫
婦
仲
直
り
に

終
る
﹂︵
四
︶
と
筋
を
紹
介
し
て
い
る
︒﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
大
正
十
一
年
九
月
十

一
日
号
の
記
事
に
も
︑
同
様
の
紹
介
が
あ
る⑪
︒

｢ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
序
盤
に
︑
﹁
白
﹂
い
女
性
像
が
登
場
す
る
︵
図
Ⅰ
参
照⑫
︶
︒

そ
れ
は
ア
ナ
ト
ー
ル
が
︑
女
を
漁
り
に
盛
り
場
へ
通
う
場
面
だ⑬
︒
こ
れ
は
と
り

わ
け
谷
崎
の
印
象
に
残
っ
た
ら
し
く
︑﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
以
外
に
も
︑﹁
青
い

花
﹂︵
大

・
�
︶︑﹁
痴
人
の
愛
﹂︵
大

・
�
・

～
�
・

︑
大

・

～

11

13

20

14

13

11

大

・
�
︶
に
も
登
場
す
る⑭
︒
以
下
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
を
比
較
す
る
︒

14｢ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂

ア
ナ
ト
ー
ル
が
或
る
踊
子
と
話
を
し
て
ゐ
る
︒
後
の
方
で
は
舞
台
で
踊

が
始
つ
て
ゐ
る
︒
一
つ
の
背
景
が
舞
台
一
面
を
扇
子
の
や
う
に
横
に
畳

ま
れ
て
︑
そ
の
向
う
に
黒
い
天
鵞
絨
の
帷
を
垂
ら
し
た
夜
の
背
景
が
現

は
れ
る
︒
暗
い
中
に
一
人
の
女
の
裸
体
の
彫
像
が
聳
え
て
ゐ
る
︒
ブ
リ

ユ
ウ
ト
ー
ン
の
色
調
の
加
減
で
全
身
が
鱗
の
や
う
に
青
白
く
︑
猫
の
毛

の
や
う
に
か
ゞ
や
い
て
見
え
る
︒
大
理
石
？

石
膏
？

そ
れ
と
も
実

は
さ
う
見
せ
て
体
中
を
真
つ
白
に
塗
つ
た
生
き
た
女
？

︱
彫
像
は

礎
石
の
上
に
横
向
き
に
座
つ
て
︑
片
手
を
宙
に
さ
し
出
し
て
ゐ
る
︒
真

つ
暗
な
空
か
ら
金
粉
の
や
う
な
細
か
な
も
の
が
︑
電
気
仕
掛
け
で
キ
ラ

キ
ラ
と
閃
め
き
な
が
ら
そ
の
手
の
上
に
落
ち
て
来
る
︒
⁝
⁝

(四
)

｢青
い
花
﹂

あ﹅

ぐ﹅

り﹅

と
云
ふ
も
の
を
考
へ
る
時
︑
彼
の
頭
の
中
は
恰
も
手
品
師
が
好

ん
で
使
ふ
舞
台
面
の
や
う
な
︑
真
ツ
黒
な
天
鵞
絨
の
帷
を
垂
ら
し
た
暗

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
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室
と
な
る
︑
︵
略
︶
そ
の
暗
室
の
中
央
に
︑
裸
体
の
女
の
大
理
石
の
像

が
立
つ
て
居
る
︒︵
略
︶
彼
が
愛
し
て
居
る
あ﹅

ぐ﹅

り﹅

は
そ
の
﹁
女
﹂
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑︵
略
︶
そ
れ
が
此
の
世
に
動
き
出
し
て
生
き
て

居
る
の
が
あ﹅

ぐ﹅

り﹅

で
あ
る
︒

｢痴
人
の
愛
﹂

空
想
を
ひ
ろ
げ
て
行
く
と
︑︵
略
︶
大
理
石
の
ヴ
イ
ナ
ス
の
像
に
も
似

た
も
の
が
︑
心
の
闇
の
底
に
忽
然
と
姿
を
現
は
す
の
で
す
︒
私
の
頭
は

天
鷲
絨
の
帷
で
囲
ま
れ
た
舞
台
で
あ
つ
て
︑
そ
こ
に
﹁
ナ
オ
ミ
﹂
と
云

ふ
一
人
の
女
優
が
登
場
し
ま
す
︒
八
方
か
ら
注
が
れ
る
舞
台
の
照
明
は

真
暗
な
中
に
揺
ら
い
で
ゐ
る
彼
女
の
白
い
体
だ
け
を
︑
カ
ツ
キ
リ
と
強

い
円
光
を
以
て
包
み
ま
す
︒

︵
二
十
六
)

谷
崎
は
繰
り
返
し
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
の
一
場
面
を
作
品
に
取
り
入
れ
た
︒
い
か

に
谷
崎
が
こ
の
場
面
に
影
響
を
受
け
た
か
︑
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

た
だ
し
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
日
本
公
開
よ
り
﹁
青
い
花
﹂
発
表
が
先
な
の
で
︑

谷
崎
は
輸
入
し
た
映
画
雑
誌
な
ど
で
こ
の
場
面
の
ス
チ
ー
ル
を
見
て
︑
モ
チ
ー

フ
に
起
用
し
た
の
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
谷
崎
は
輸
入
映
画
雑
誌
を
い
く
つ
か
購
読

し
て
い
た
︒﹁
支
那
趣
味
と
云
ふ
こ
と
﹂︵
大

・
�
︶
で
は
︑﹁
書
棚
の
上
に

11

は
︑
亜
米
利
加
の
活
動
雑
誌
︵
略
︶
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ユ
ア
・
マ
ガ
ヂ
ン

や
︑
シ
ヤ
ド
オ
・
ラ
ン
ド
や
︑
フ
オ
オ
ト
オ
︑
プ
レ
エ
・
マ
ガ
ヂ
ン⑮
﹂
が
あ
る

と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
痴
人
の
愛
﹂︑﹁
ド
リ
ス
﹂︵
昭

・
�
～

︑
�
︶

で
も
︑
映
画
雑
誌
に
言
及
し
︑
そ
こ
か
ら
引
用
も
し
て
い
る
︒

谷
崎
自
身
の
映
画
制
作
体
験
を
生
か
し
た
小
説
﹁
肉
塊
﹂︵
大

・
�
・
�

12

～
�
・

︶
で
は
︑
映
画
監
督
吉
之
助
が
︑
女
優
グ
ラ
ン
ド
レ
ン
を
モ
デ
ル
と

29

し
た
裸
体
の
大
理
石
像
を
映
画
に
登
場
さ
せ
る
︒
ス
タ
ジ
オ
の
薄
暗
い
燈
の
下

で
︑
そ
れ
は
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
﹁
青
白
﹂
く
﹁
な
ま
め
か
し
い
﹂︒
映
画
に
大

理
石
像
が
登
場
す
る
設
定
は
︑
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
︒

谷
崎
は
︑
戯
曲
﹁
永
遠
の
偶
像
﹂︵
大

・
�
︶
で
も
︑
メ
イ
ン
・
モ
チ
ー

11

フ
を
裸
体
の
大
理
石
像
に
設
定
し
て
い
た
︒
谷
崎
は
繰
り
返
し
︑
大
理
石
の
彫

像
を
作
品
に
取
り
込
ん
だ
︒
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
︑
愛
着
し
た
﹁
白
﹂
を
想
起
さ

せ
る
上
で
欠
か
せ
な
か
っ
た
︒
谷
崎
の
﹁
白
﹂
イ
メ
ー
ジ
は
︑﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂

の
︑
暗
闇
に
浮
か
ぶ
彫
像
に
よ
っ
て
強
固
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

｢ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
で
の
﹁
白
﹂
イ
メ
ー
ジ
は
︑
映
画
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
に

お
け
る
﹁
真
つ
白
﹂
な
﹁
裸
体
﹂
の
﹁
彫
像
﹂
に
︑
具
体
的
に
見
る
こ
と
が
で

き
た
︒
そ
れ
は
﹁
暗
室
﹂
︑﹁
黒
い
天
鵞
絨
の
帷
﹂
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
︑
﹁
ブ

リ
ユ
ウ
ト
ー
ン
の
色
調
の
加
減
﹂
に
よ
っ
て
︑
い
っ
そ
う
白
さ
が
ひ
き
た
て
ら

れ
︑
輝
き
を
放
っ
て
い
た
︒﹁
白
﹂
と
は
つ
ま
り
︑
暗
闇
の
中
だ
か
ら
こ
そ
燦

然
と
顕
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
︑
後
の
﹁
陰
翳
礼

讃
﹂︵
昭
�
・

～
昭
�
・
�
︶
に
お
け
る
︑﹁
闇
﹂
に
浮
か
ぶ
﹁
光
﹂
の
美
観

12

に
繋
が
っ
て
い
く
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能

七
八



︵

︶

映
画
の
教
訓

｢ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
を
観
た
時
エ
モ
リ
は
︑
ス
ワ
ン
ソ
ン
の
﹁
白
﹂
い
足
に
目

を
つ
け
︑
ス
ワ
ン
ソ
ン
の
他
作
品
を
想
起
し
た
︒
そ
れ
が
﹁
何
故
妻
を
換
へ
る

か
？⑯
﹂︵
一
九
二
〇
︵
大
正
九
︶
年
五
月
二
日
ア
メ
リ
カ
で
封
切
︶
で
あ
る
︒

エ
モ
リ
は
﹁
い
つ
ぞ
や
電
気
館
で
や
つ
た
﹂︵
四
︶
と
振
り
返
る
が
︑﹁
キ
ネ
マ

旬
報
﹂
大
正
十
一
年
六
月
一
日
号⑰
の
記
事
に
︑﹁
五
月
十
二
日

電
気
館
﹂
と
記

録
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
日
を
特
定
で
き
る
︒﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
作
中
で
は
︑

ス
ワ
ン
ソ
ン
︵
役
名
は
ベ
ス
︶
が
︑
離
婚
し
た
夫
と
プ
ー
ル
で
会
い
夫
は
そ
の

美
し
さ
に
未
練
を
感
じ
る
︑
と
紹
介
が
あ
る
︒
同
年
の
﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
三
月

十
一
日
号
の
紹
介⑱
に
よ
る
と
︑﹁
何
故
妻
を
換
へ
る
か
？
﹂
は
﹁
道
徳
劇
﹂
だ

と
い
う
︒
考
え
の
違
い
か
ら
離
婚
し
た
ベ
ス
が
﹁
愛
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を

学
び
﹂︑
夫
を
﹁
深
く
愛
し
て
居
る
こ
と
を
悟
る
﹂
筋
で
︑﹁
観
る
者
は
或
る
教

訓
を
学
ぶ
で
あ
ら
う
﹂
と
評
価
し
て
い
る
︒
し
か
し
エ
モ
リ
は
こ
こ
で
︑
ス
ワ

ン
ソ
ン
の
美
し
さ
を
礼
賛
す
る
だ
け
で
あ
る
︒
こ
の
場
面
の
す
ぐ
後
︑
夫
婦
が

心
を
通
わ
せ
る
場
面
が
続
く
が
︑
そ
の
筋
に
は
触
れ
な
い
︒
妄
想
癖
が
あ
る
エ

モ
リ
は
︑﹁
話
の
筋
と
は
関
係
の
な
い
自
分
勝
手
な
さ
ま
〴
〵
な
夢
を
作
り
上

げ
﹂︵
四
︶
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
︒
む
し
ろ
エ
モ
リ
は
︑
女
優
の
仕
草
や
表

情
︑
衣
裳
に
意
識
を
集
中
し
て
い
る
︒

エ
モ
リ
は
︑
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
の
筋
か
ら
も
目
を
逸
ら
し
て
い
る
︒
ビ
ー
ブ

演
じ
る
サ
タ
ン
︵
﹁
ヷ
ン
パ
イ
ア
﹂︶︵
四
︶
が
ア
ナ
ト
ー
ル
を
誘
惑
す
る
場
面

を
観
た
エ
モ
リ
は
︑
ビ
ー
ブ
の
﹁
白
﹂
い
身
体
に
陶
酔
し
︑
ま
た
妄
想
を
始
め
︑

そ
の
後
の
﹁
話
の
筋
﹂
は
﹁
覚
え
よ
う
と
も
し
な
か
つ
た
﹂
と
い
う
︒
し
か
し

エ
モ
リ
は
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
を
︑
原
作
︵
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
の
同
名
小
説
︶
と

比
較
し
て
批
評
し
て
お
り
︑
映
画
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
の
粗
筋
を
紹
介
し
て
も
い

る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
台
詞
は
矛
盾
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
改
め
て
谷
崎
の
映
画
観
を
参
照
し
た
い
︒
谷
崎
は
脚
本
家
の
立
場
か

ら
︑
映
画
の
﹁
筋
書
き
の
改
良
﹂
が
必
要
だ
と
語
っ
て
い
る
︵﹁
改
造
を
要
す

る
日
本
の
活
動
写
真
﹂
大
�
・
�
・
�⑲
︶︒
ま
た
随
筆
﹁
其
の
歓
び
を
感
謝
せ

ざ
る
を
得
な
い
﹂︵
大
�
・

︶
で
は
︑
西
洋
映
画
の
演
出
法
だ
け
で
な
く
筋

12

を
批
評
し
︑﹁﹃
カ
リ
ガ
リ
博
士
﹄
を
見
る
﹂
︵
大

・
�
︑
�
︶
で
は
︑
ま
ず

10

﹁
話
の
筋
﹂
を
誉
め
て
い
る
︒
以
上
の
言
説
か
ら
︑
谷
崎
が
話
の
筋
を
全
く
無

視
す
る
と
は
考
え
に
く
い
︒
細
江
光
氏
も
︑
エ
モ
リ
に
そ
う
言
わ
せ
た
の
は
︑

映
画
中
で
は
純
粋
な
一
面
も
持
つ
サ
タ
ン
︵
ビ
ー
ブ
︶
を
﹁︽
物
凄
い
女
の
ヷ

ン
パ
イ
ア
︾
と
し
て
置
き
た
か
っ
た
﹂
た
め
で
︑
谷
崎
は
﹁
筋
を
忘
れ
た
り
し

な
か
っ
た
﹂
と
推
定
し
て
い
る⑳
︒

｢ア
ナ
ト
ー
ル
﹂︑﹁
何
故
妻
を
変
へ
る
か
？
﹂︑
両
作
品
と
も
夫
婦
の
不
和
か

ら
始
ま
り
︑
別
々
の
相
手
を
見
つ
け
る
も
︑
遂
に
は
お
互
い
の
愛
を
知
り
︑
よ

り
を
戻
す
筋
だ
っ
た
︒
谷
崎
は
あ
え
て
︑
映
画
の
主
人
公
達
が
愛
と
幸
福
を
獲

得
す
る
結
末
を
紹
介
す
る
こ
と
を
避
け
︑
エ
モ
リ
が
ま
だ
女
優
た
ち
の
﹁
白
﹂

い
肌
を
種
に
し
た
妄
想
か
ら
一
歩
も
前
に
出
な
い
こ
と
を
描
い
て
い
る
︒

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能

七
九



次
に
エ
モ
リ
は
︑
独
り
よ
が
り
な
妄
想
の
空
し
さ
を
︑
手
紙
に
妄
想
を
﹁
書

い
た
つ
て
切
り
は
な
い
﹂︑﹁
こ
れ
こ
そ
﹃
愚
人
の
楽
園㉑

﹄
に
過
ぎ
な
い
﹂︵
四
︶

と
︑
映
画
の
題
名
を
使
っ
て
自
省
す
る
︒
こ
の
引
用
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た

い
︒｢ア

ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
で
は
題
名
の
み
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
愚
人
の
楽
園
﹂

︵
一
九
二
一
︵
大
正

︶
年
十
二
月
九
日
ア
メ
リ
カ
で
封
切
︶
も
︑
デ
ミ
ル
の

10

作
品
だ
︒
し
か
も
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
の
次
に
制
作
し
て
い
る
︒
日
本
で
は
︑
パ

ラ
マ
ウ
ン
ト
社
の
東
京
支
社
設
立
記
念
興
行㉒

と
し
て
︑
大
正
十
一
年
八
月
二
十

三
日
か
ら
帝
国
劇
場
︑
九
月
八
日
か
ら
浅
草
千
代
田
館
で
上
映
さ
れ
た
︒
谷
崎

が
観
た
か
は
不
明
だ
が
︑﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
で
︑
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
が
東
京
支

社
を
設
立
し
︑
広
告
の
た
め
に
﹁
優
秀
な
絵
を
送
っ
て
く
る
﹂︵
四
︶
と
エ
モ

リ
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
認
識
は
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
の
作
品
も
所
謂
︿
結
婚
劇
﹀
だ
︒﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
大
正
十
一
年
八
月
二

十
一
日
号
の
記
事㉓

に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
米
国
人
ア
ー
サ

ー
は
︑
怪
我
を
看
護
し
て
く
れ
た
ロ
ー
ザ
に
好
意
を
抱
く
が
︑
後
に
出
会
っ
た

ポ
ー
ル
に
愛
さ
れ
︑
ポ
ー
ル
は
ア
ー
サ
ー
を
盲
目
に
し
て
手
に
入
れ
て
し
ま
う
︒

ア
ー
サ
ー
は
視
力
を
取
り
戻
し
︑
ロ
ー
ザ
を
訪
ね
て
シ
ャ
ム
の
国
へ
行
く
が
︑

そ
こ
に
い
た
の
は
王
子
に
寵
愛
さ
れ
︑
贅
沢
の
限
り
を
尽
す
ロ
ー
ザ
だ
っ
た
︒

ア
ー
サ
ー
は
﹁
架
空
の
楽
園
に
遊
ぶ
﹂
愚
か
し
さ
を
知
り
︑
ロ
ー
ザ
を
捨
て
︑

彼
に
﹁
真
の
情
愛
を
捧
げ
て
く
れ
た
妻
ポ
ー
ル
の
懐
に
幸
福
を
見
出
し
た
﹂︒

浅
草
千
代
田
館
﹁
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
・
ニ
ー
ス㉔

﹂
に
は
︑
デ
ミ
ル
は
﹁
愛
の
神
聖

化
を
叫
ん
で
﹂
い
る
こ
と
︑﹁
世
の
女
よ
驕
る
勿
れ
／
驕
れ
る
女
は
久
し
か
ら

ず
／
容
色
の
美
は
短
し

さ
れ
ぞマ

マ

／
心
の
美
は
永
遠
な
り
﹂
と
字
幕
が
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

エ
モ
リ
は
︑﹁
白
﹂
く
輝
く
女
優
達
を
種
に
妄
想
に
耽
る
愚
か
し
さ
に
︑
気

付
き
始
め
て
い
た
︒
谷
崎
は
﹁
愚
人
の
楽
園
﹂
と
い
う
題
名
を
用
い
て
︑
エ
モ

リ
に
自
省
さ
せ
た
︒﹁
愛
の
神
聖
化
﹂
を
描
い
た
﹁
愚
人
の
楽
園
﹂
は
︑﹁
容
色

の
美
﹂
で
は
な
く
﹁
心
の
美
﹂
こ
そ
﹁
永
遠
﹂
と
諭
し
て
い
た
︒
エ
モ
リ
は
女

優
に
の
み
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
が
︑
い
っ
ぽ
う
で
映
画
の
影
響
を

受
け
︑
自
身
の
孤
独
を
埋
め
て
く
れ
る
﹁
心
の
美
﹂
を
持
つ
女
性
に
焦
点
を
当

て
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

物
語
後
半
で
エ
モ
リ
は
︑
山
手
の
借
家
か
ら
ア
パ
ー
ト
に
引
っ
越
し
た
︒
そ

こ
は
ロ
シ
ア
革
命
や
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
亡
命
し
て
き
た
﹁
欧
州
の
片
田
舎

の
国
々
の
人
々
﹂
の
住
処
で
あ
っ
た
︒
デ
ミ
ル
映
画
中
の
豪
奢
な
生
活
と
は
か

け
離
れ
た
貧
し
い
暮
ら
し
だ
が
︑
エ
モ
リ
は
溶
け
込
ん
で
ゆ
く
︒﹁
活
動
写
真
﹂

に
喩
え
る
な
ら
む
し
ろ
﹁
ジ
プ
シ
イ
﹂
や
﹁
漂
流
の
民
﹂
の
﹁
哀
れ
さ
﹂
︵
五
︶

が
あ
る
と
い
う
︒

エ
モ
リ
は
そ
こ
で
︑﹁
跛
足
﹂︵
七
︶
で
﹁
器
量
﹂
も
す
ぐ
れ
な
い
︑﹁
哀
れ
﹂

︵
八
︶
な
露
西
亜
人
少
女
︑
ソ
フ
ィ
ア
と
出
会
う
︒
無
口
な
ソ
フ
ィ
ア
だ
っ
た

が
︑
あ
る
晩
エ
モ
リ
の
友
人
に
勧
め
ら
れ
︑
ソ
フ
ィ
ア
は
﹁
体
ぢ
ゆ
う
の
声
を

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能

八
〇



し
ぼ
つ
て
﹂
聖
歌
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂︵
八
︶
を
唄
っ
た
︒
エ
モ
リ
は
心
を
動

か
さ
れ
︑
幼
い
頃
祖
父
の
土
蔵
で
発
見
し
た
マ
リ
ア
像
を
思
い
出
し
︑
マ
リ
ア

こ
そ
が
﹁
貴
い
﹃
白
﹄
の
本
体
﹂︵
八
︶
だ
と
悟
る
︒
幼
少
期
の
記
憶
を
も
と

に
︑
西
洋
人
や
女
優
の
目
鼻
立
ち
に
﹁
仄
か
に
感
じ
﹂
て
い
た
マ
リ
ア
の
イ
メ

ー
ジ
は
︑
聖
歌
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
︑
決
定
づ
け
ら
れ
た
︒

西
洋
映
画
に
通
じ
る
︑
音
楽
と
映
像
の
交
歓
が
こ
こ
に
あ
る
︒
エ
モ
リ
は
︑
か

つ
て
ビ
ー
ブ
の
映
像
を
ニ
ー
ナ
に
投
影
し
た
よ
う
に
︑
マ
リ
ア
と
い
う
聖
な
る

イ
メ
ー
ジ
を
︑
ソ
フ
ィ
ア
に
投
影
し
た
︒
孤
独
を
埋
め
る
た
め
に
﹁
真
の
情

愛
﹂
を
求
め
る
エ
モ
リ
の
目
前
に
︑
聖
徳
性
を
纏
う
マ
リ
ア
と
ソ
フ
ィ
ア
が
︑

オ
ー
ヴ
ァ
ー
・
ラ
ッ
プ
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
妖
婦
的
な
女
性
の
肉
体
美
に
﹁
白
﹂
を
見
出
し
て
い
た
エ
モ
リ
が
︑

何
故
﹁
跛
足
﹂
で
あ
る
ソ
フ
ィ
ア
を
愛
し
た
の
か
︒
そ
の
根
拠
は
︑﹁
愛
の
神

聖
化
﹂
を
謳
う
デ
ミ
ル
映
画
の
主
題
に
あ
っ
た
︒
エ
モ
リ
の
心
理
変
化
は
︑
映

画
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
︒

早
百
合
子
は
昔
︑
エ
モ
リ
を
﹁
浮
気
者
﹂︑﹁
き
れ
い
な
女
を
見
る
と
直
ぐ
に

惚
れ
る
﹂
と
評
し
た
︒
エ
モ
リ
は
そ
れ
を
認
め
︑﹁
私
の
恋
人
は
も
う
今
迄
に

何
人
あ
つ
た
か
知
れ
な
い
﹂︵
七
︶
と
開
き
直
る
︒
映
画
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
で

も
︑
ア
ナ
ト
ー
ル
は
次
か
ら
次
へ
と
恋
を
し
て
い
た
︒
エ
モ
リ
と
ア
ナ
ト
ー
ル

の
行
動
は
類
似
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
ア
ナ
ト
ー
ル
は
最
後
に
妻
の
愛
を
知

り
︑
そ
の
元
へ
帰
っ
た
︒﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
で
エ
モ
リ
は
︑
幼
少
期
に
邂
逅

し
た
マ
リ
ア
の
面
影
を
ソ
フ
ィ
ア
に
見
出
し
︑
恋
の

︱
﹁
白
﹂
へ
の
執
着

︱
遍
歴
に
一
区
切
り
を
つ
け
る
︒
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
が
︑
早
百
合
子
に
宛

て
た
書
簡
形
式
を
と
っ
た
理
由
は
︑
早
百
合
子
を
愛
し
た
過
去
と
の
決
別
を
表

す
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
崇
拝
対
象
が
変
化
し
た
と
は
い
え
︑
エ
モ
リ
が
そ
の
﹁
奴
隷
﹂
で
あ
る

こ
と
は
変
わ
ら
な
い
︵
エ
モ
リ
は
対
象
物
の
﹁
奴
隷
と
し
て
恰
も
神
に
対
す
る

や
う
に
そ
れ
を
崇
拝
す
る
﹂︵
七
︶
と
語
っ
て
い
る
︶︒
エ
モ
リ
の
﹁
幸
福
﹂

︵
八
︶
と
は
︑
ソ
フ
ィ
ア
に
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
︑
そ
の
前
に
拝
跪
し
︑

奉
仕
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
結
末
部
の
エ
モ
リ
の
手
紙
は
︑
前
の
部
分
か
ら
﹁
二
た
月
以
上
も
時

が
た
つ
て
ゐ
る
﹂︵
八
︶︒
そ
れ
は
﹁
手
紙
が
唯
一
の
芸
術
﹂︵
六
︶
だ
と
自
虐

し
て
い
た
エ
モ
リ
が
︑
作
品
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
読
ん
で
良
い
だ
ろ
う
︒

原
稿
料
が
入
っ
た
た
め
か
︑﹁
暖
炉
﹂
に
火
を
つ
け
る
こ
と
も
︑
ソ
フ
ィ
ア
の

﹁
跛
足
﹂
を
毎
日
洗
う
湯
を
沸
か
す
こ
と
も
で
き
る
︒
こ
れ
は
エ
モ
リ
の
︑
芸

術
家
と
し
て
の
復
活
と
言
え
よ
う
︒
ソ
フ
ィ
ア
と
い
う
名
は
︑
ギ
リ
シ
ア
語

“S
op
h
ia”

︱
一
時
谷
崎
も
傾
倒
し
た
︑
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
お
け
る
︿
智
慧
﹀

を
連
想
さ
せ
る
︒
字
義
上
で
だ
が
︑
エ
モ
リ
は
︿
智
慧
﹀
を
獲
得
し
︑
作
品
を

書
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
エ
モ
リ
が
妄
想
の
材

料
に
し
て
い
た
﹁
女
﹂
は
︑
早
百
合
子
や
ニ
ー
ナ
と
い
っ
た
︿
妖
婦
﹀
型
か
ら
︑

マ
リ
ア
︵
ソ
フ
ィ
ア
︶
と
い
う
︿
貴
人
﹀
型
に
変
容
し
た㉕

︒
そ
し
て
︑
独
善
的

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能

八
一



だ
っ
た
エ
モ
リ
の
妄
想
は
︑
エ
モ
リ
の
作
品
へ
と
開
か
れ
て
い
く
︒
つ
ま
り
デ

ミ
ル
映
画
は
︑
エ
モ
リ
の
嗜
好
を
変
化
さ
せ
︑
真
の
創
作
の
種
を
見
つ
け
出
さ

せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

エ
モ
リ
が
著
し
た
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
は
紹
介
さ
れ
な
い
が
︑︿
貴
人
﹀

型
女
性
を
渇
仰
す
る
よ
う
な
作
品
だ
ろ
う
か
︒﹁
盲
目
物
語
﹂︵
昭
�
・
�
︶︑

﹁
春
琴
抄
﹂︵
昭
�
・
�
︶
に
結
実
す
る
︑
昭
和
期
に
谷
崎
が
描
こ
う
と
し
た
構

図
が
︑
早
く
も
こ
こ
に
胚
胎
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

本
稿
は
︑﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
に
着

目
し
︑
分
析
す
る
こ
と
で
︑
物
語
中
で
映
画
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
を
検
証
し
た
︒

第
一
章
で
は
︑
谷
崎
の
随
筆
や
映
画
評
論
を
補
助
線
に
︑
谷
崎
の
体
験
や
映

画
観
が
︑
そ
の
ま
ま
エ
モ
リ
に
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
︑
第
二
章
で
は
︑

エ
モ
リ
の
言
う
﹁
白
﹂
イ
メ
ー
ジ
の
由
来
を
確
認
し
た
︒
第
三
章
で
は
︑
デ
ミ

ル
映
画
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
に
登
場
す
る
女
性
の
像
を
基
に
︑
エ
モ
リ
の
﹁
白
﹂

イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
︑﹁
白
﹂
は
︑﹁
黒
﹂
と
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
の
上
に
成
り
立
つ
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂︑﹁
何
故

妻
を
換
へ
る
か
？
﹂
が
真
の
愛
を
主
題
と
す
る
物
語
で
あ
り
︑
谷
崎
が
︑﹁
愚

人
の
楽
園
﹂
の
タ
イ
ト
ル
を
用
い
て
エ
モ
リ
の
心
理
変
化
を
表
し
た
こ
と
を
︑

同
時
代
の
資
料
を
も
と
に
解
読
し
た
︒
映
画
資
料
と
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
の
記

述
を
比
較
し
︑
差
異
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
谷
崎
の
創
意
も
看
取
で
き
た
︒
デ

ミ
ル
映
画
は
︑
エ
モ
リ
の
嗜
好
を
変
化
さ
せ
︑
創
作
の
種
を
︿
貴
人
﹀
に
見
つ

け
出
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
た
︒
こ
れ
は
︑
昭
和
以
降
に
谷
崎
が
描
く
女
性
像

の
変
化
を
も
︑
予
告
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

谷
崎
の
映
画
受
容
は
︑﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
生
成
を
導
い
た
︒
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ

ア
﹂
は
︑
谷
崎
の
作
品
史
に
お
い
て
︑
そ
の
映
画
体
験
が
有
機
的
に
生
か
さ
れ

て
い
る
作
品
と
し
て
︑
よ
り
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒

｢ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
で
言
及
さ
れ
た
デ
ミ
ル
映
画
は
︑
既
に
指
摘
が
あ
る

﹁
痴
人
の
愛㉖

﹂
の
他
に
も
︑
﹁
青
い
花
﹂
や
﹁
肉
塊
﹂
な
ど
の
題
材
に
も
示
唆
を

与
え
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
谷
崎
の
映
画
体
験
が
︑
い
か
な
る
形
で
作
品
に
還
元

さ
れ
て
い
る
か
︑
映
画
を
分
析
し
な
が
ら
︑
作
品
を
紐
解
い
て
い
く
作
業
が
必

要
だ
ろ
う
︒

注①

千
葉
伸
夫
﹃
映
画
と
谷
崎
﹄︵
平
�
・

・

︑
青
蛙
房
︶︒
他
に
︑
永
栄
啓
伸

12

25

﹁
谷
崎
潤
一
郎
と
映
画
に
つ
い
て

︱
全
集
未
収
録
逸
文
を
中
心
に

︱
﹂︵
﹁
皇
学

館
論
叢
﹂
第

巻
第

号
︑

頁
～

頁
︑
昭

・
�
︑
皇
学
館
大
学
人
文
学
会
︶
︑

21

23

34

63

四
方
田
犬
彦
﹁
谷
崎
潤
一
郎
の
映
画
体
験
﹂︵﹁
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹂
第

巻
第
�
号
︑

頁
～

頁
︑
平

・
�
︑
學
燈
社
︶
な
ど
が
あ
る
︒

43

40

48

10

②

山
中
剛
史
﹁
銀
幕
の
夢
魔

︱
谷
崎
潤
一
郎
﹃
人
面
疽
﹄
攷
﹂︵﹁
藝
文
攷
﹂
第
�

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能

八
二



号
︑

頁
～

頁
︑
平

・
�
︑
日
本
大
学
大
学
院
芸
術
学
研
究
科
文
芸
学
専
攻
︶︑

111

132

14

明
里
千
章
﹁
人
面
疽
の
囁
き

︱
谷
崎
潤
一
郎
が
作
れ
な
か
っ
た
映
画
﹂︵﹁
昭
和
文

学
研
究
﹂
第

集
︑
�
頁
～

頁
︑
平

・
�
︑
昭
和
文
学
会
︶
︑
千
葉
俊
二
﹁﹃
青

53

13

18

塚
氏
の
話
﹄
に
つ
い
て

︱
大
正
か
ら
昭
和
へ
の
谷
崎
潤
一
郎
﹂︵﹁
日
本
近
代
文

学
﹂
第

集
︑

頁
～

頁
︑
昭

・

︑
日
本
近
代
文
学
会
︶
な
ど
︒

23

149

161

51

10

③

高
田
瑞
穂
﹁
谷
崎
文
学
の
本
質
﹂
︵
﹁
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹂
第
�
巻
第

�
号
︑

頁
～

頁
︑
昭

・
�
︑
學
燈
社
︶
︑
千
葉
俊
二
﹁
﹃
青
塚
氏
の
話
﹄
に
つ

20

25

39

い
て

︱
大
正
か
ら
昭
和
へ
の
谷
崎
潤
一
郎
﹂
︵
前
掲
︶
︑
岩
田
恵
子
﹁﹃
ア
ヹ
・
マ

リ
ア
﹄
論
﹂
︵
﹁
芸
術
至
上
主
義
文
芸
﹂
第
�
号
︑

頁
～

頁
︑
昭

・

︑
芸
術

40

47

54

11

至
上
主
義
文
芸
学
会
︶
︑
橋
本
芳
一
郎
︑
秦
恒
平
︑
長
谷
川
泉
﹁
谷
崎
潤
一
郎
の
軌

跡
﹂︵﹁
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹂
第

巻
第
�
号
︑

頁
～

頁
︑
昭

・
�
︑
至

48

10

30

58

文
堂
︶︑
山
口
政
幸
﹁
イ
デ
ア
の
追
求

︱
大
正
中
期
の
谷
崎
潤
一
郎
﹂︵﹁
上
智
大

学
国
文
学
論
集
﹂
第

号
︑

頁
～

頁
︑
昭

・
�
︑
上
智
大
学
国
文
学
会
︶︑

20

123

139

62

長
沼
光
彦
﹁
谷
崎
潤
一
郎
作
品
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
﹂

︵﹁
新
潟
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
﹂
第

号
︑

頁
～

頁
︑
平
�
・
�
︑
新
潟
大
学

36

41

52

人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
︶
な
ど
︒

④

谷
崎
終
平
﹃
懐
か
し
き
人
々

︱
兄
潤
一
郎
と
そ
の
周
辺
﹄
第
�
章
～
第
�
章
︑

頁
～

頁
︵
平
�
・
�
・

︑
文
藝
春
秋
社
︶

64

109

15

⑤

西
荘
保
﹁
彫
像
に
な
る
女
た
ち
︱
谷
崎
潤
一
郎
︿
永
遠
の
女
性
﹀
へ
の
歩
み
﹂

︵﹁
稿
本
近
代
文
学
﹂
第

集
︑

～

頁
︑
平
�
・

︑
筑
波
大
学
日
本
文
学
会
近

17

100

111

11

代
部
会
︶
に
︑
谷
崎
の
大
理
石
像
へ
の
興
味
に
つ
い
て
考
察
が
あ
る
︒

⑥

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
ミ
ル
映
画
の
封
切
日
に
つ
い
て
は
︑
S
u
m
ik
o
H
ig
ash
i

氏
の
調
査
︵
“F
Ilm
og
rap
h
y
,”
C
ecil
B
.
D
eM
ille
an
d
A
m
erican
C
u
ltu
re
:

T
h
e
S
ilen
t
E
ra,
U
n
iv
ersity
of
C
aliforn
ia
P
ress,
1994,
p
.
208.︶
と
︑

T
h
e
In
tern
et
M
ov
ie
D
atab
ase
(h
ttp
:
//w
w
w
.im
d
b
.com
/
︶
を
照
合
し
︑

引
用
し
た
︒

⑦

無
署
名
﹁
主
要
外
国
映
画
批
評
﹃
ア
ナ
ト
ー
ル
﹄﹂︵﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
第

号
︑

111

大

・
�
・

︑

頁
～

頁
︑
キ
ネ
マ
旬
報
社
︶︑
松
田
集
﹃
帝
都
封
切
館
︱
戦

11

11

11

12

前
映
画
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹄
一
九
二
二
年
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
︑

頁
25

︵
平
�
・
�
・

︑
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
︶

10

⑧

｢ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
で
は
﹁
ゲ
イ
テ
イ
ー
座
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
は
︑
一

般
的
な
表
記
で
あ
る
﹁
ゲ
ー
テ
座
﹂
を
用
い
た
︒
英
語
表
記
は

“T
h
e
G
aiety

T
h
eatre”︒
ゲ
ー
テ
座
は
︑
演
劇
や
音
楽
な
ど
様
々
な
娯
楽
を
提
供
し
て
い
た
が
︑

大
正
八
年
か
ら
映
画
上
映
が
増
え
︑
週
に
二
︑
三
日
は
必
ず
上
映
し
て
い
た
︒
日
本

人
文
士
も
通
っ
て
い
た
が
︑
外
国
人
が
主
な
観
客
な
の
で
︑
エ
モ
リ
が
言
う
通
り

﹁
音
楽
ば
か
り
﹂︵
四
︶
で
活
動
弁
士
は
い
な
か
っ
た
︵
升
本
匡
彦
﹁
日
本
に
あ
っ
た

西
洋
劇
場
﹂﹃
明
治
・
大
正
の
西
洋
劇
場

横
浜
ゲ
ー
テ
座
﹄
所
収
︑

頁
～

頁
︑

155

204

昭

・
�
・

︑
岩
崎
博
物
館
出
版
局
︶︒

61

30

⑨

升
本
匡
彦
﹁
一
八
六
〇
年
代
横
浜
居
留
地
催
物
一
覧
︵
稿
︶﹂︵﹁
一
九
二
二
年
﹂

の
項
︑
升
本
氏
前
掲
書
所
収
︑

頁
～

頁
︶︒
細
江
光
氏
も
同
様
に
日
付
を
指
摘

267

270

し
て
い
る
︒
た
だ
し
細
江
氏
は
︑
大
理
石
像
が
登
場
す
る
と
い
う
指
摘
に
留
ま
り
︑

ス
チ
ー
ル
は
紹
介
し
て
い
な
い
︵﹁
谷
崎
潤
一
郎
と
ス
ト
リ
ッ
プ
︵
或
い
は
ス
ト
リ

ッ
プ
的
な
も
の
︶
と
の
関
連
略
年
表
﹂﹃
谷
崎
潤
一
郎

深
層
の
レ
ト
リ
ッ
ク
﹄
所

収
︑

頁
～

頁
︑
平

・
�
・

︑
和
泉
書
院
︶︒

427

428

15

31

⑩

無
署
名
﹁
セ
シ
ル
︑
ド
ミ
イ
ユ
氏
の
道
楽
﹂︵﹁
活
動
評
論
﹂
第

巻
第
�
号
︑
50

頁
～

頁
︑
大
�
・
�
︑
活
動
評
論
社
︶︑
南
幸
雄
﹁
夏
風
吹
い
て
﹂︵
﹁
活
動
倶
楽

51

部
﹂
第
�
巻
第
�
号
︑

頁
～

頁
︑
大

・
�
︑
活
動
倶
楽
部
︶

52

55

11

⑪

無
署
名
﹁
主
要
外
国
映
画
批
評
﹃
ア
ナ
ト
ー
ル
﹄﹂︵
前
掲
﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
第
111

号
︶

⑫

ス
チ
ー
ル
は
︑
V
H
S
“T
h
e
aff
airs
of
an
atol”︵
1999.
K
in
o
In
tl.
C
orp
.︶

よ
り
引
用
し
た
︒

⑬

な
お
︑
作
中
の
記
述
だ
と
︑
ア
ナ
ト
ー
ル
は
一
人
で
盛
り
場
に
来
た
よ
う
に
読
め

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能
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三



〔図Ⅱ〕

る
が
︑
実
は
妻
︵
ス
ワ
ン
ソ
ン
︶
を
伴
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
ア
ナ
ト
ー
ル
の
友
人
に

会
い
︑
談
笑
す
る
最
中
︑
ア
ナ
ト
ー
ル
は
昔
な
じ
み
の
踊
子
に
気
づ
き
︑
再
会
を
楽

し
む
︒
踊
子
が
情
夫
に
囲
わ
れ
る
身
を
嘆
く
と
︑
ア
ナ
ト
ー
ル
は
︑
自
分
が
世
話
を

し
て
や
る
︑
と
踊
子
を
妻
に
紹
介
す
る
︒
妻
は
︑
夫
が
浮
気
す
る
の
で
は
︑
と
懐
疑

す
る
︒
そ
こ
に
友
人
が
つ
け
こ
み
︑
妻
も
惹
か
れ
て
ゆ
く
︒
こ
の
四
人
の
構
図
︵
図

Ⅱ
参
照
︶
は
︑
谷
崎
と
義
妹
せ
い
子
︑
妻
千
代
と
佐
藤
春
夫
に
重
な
り
︑
大
正
十
年

の
︿
小
田
原
事
件
﹀
を
髣
髴
と
さ
せ
る
︒
デ
ミ
ル
は
︑
性
の
問
題
を
主
題
に
︑
夫
婦

生
活
の
破
綻
と
復
活
を
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
た
︒
故
に
︑
谷
崎
に
と
っ
て
そ
の
主
題

は
身
近
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
谷
崎
が
デ
ミ
ル
映
画
を
何
本
か
観
て
い
た
動
機
は
︑
ス

タ
ー
女
優
や
最
先
端
の
ア
メ
リ
カ
風
俗
へ
の
興
味
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
主
題
の
た
め

で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

⑭

｢青
い
花
﹂
と
の
類
似
は
︑
既
に
永
栄
啓
伸
氏
が
指
摘
し
て
い
る
が
︑
永
栄
氏
は
︑

映
画
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
は
未
詳
と
述
べ
て
い
る
︵﹁
評
伝

谷
崎
潤
一
郎
﹂
第
三

章
：
幻
影
の
西
洋
︑

頁
～

頁
︑
平
�
・
�
・

︑
和
泉
書
院
︶
︒

59

85

25

⑮

正
し
い
雑
誌
表
記
は
︑
“M
otion
p
ictu
re
m
ag
azin
e”︵
M
otion
P
ictu
re

P
u
b
lish
in
g
.
C
o︶︑
“S
h
ad
ow

lan
d
”︵
同
︶︑
“P
h
otop
lay
”︵
P
h
otop
lay
P
u
b
-

lish
in
g
.
C
o︶︒

⑯

“W
h
y
C
h
an
g
e
Y
ou
r
W
ife
?”﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
の
﹁
各
社
近
著
映
画
紹
介
﹂

︵
第

号
︑
�
頁
︑
大

・
�
・

︑
キ
ネ
マ
旬
報
社
︶
に
よ
る
と
︑
邦
題
は
﹁
何

93

11

11

故
妻
を
換
へ
る
？
﹂
だ
が
︑
本
稿
は
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
の
表
記
に
従
っ
た
︒
ア
メ

リ
カ
で
の
封
切
日
に
つ
い
て
︑
T
h
e
In
tern
et
M
ov
ie
D
atab
ase
︵
前
掲
︶
は
︑

五
月
二
十
一
日
と
し
て
い
る
︒
フ
ェ
ー
マ
ス
・
プ
レ
ア
ー
ス
・
ラ
ス
キ
ー
社
制
作
︒

全
七
巻
︒
主
演
は

T
h
om
as
M
eig
h
an
︑
G
loria
S
w
an
son
︑
B
eb
e
D
an
iels︒

配
信
動
画

“W
h
y
ch
an
g
e
y
ou
r
w
ife
?”︵
IN
T
E
R
N
E
T

A
R
C
H
IV
E
,
“M
ov
-

in
g
Im
ag
e
A
rch
iv
e”,
“S
ilen
t
F
ilm
s”,
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.arch
iv
e.org
/
d
etails

/W
h
y
_C
h
an
g
e_Y
ou
r_W
ife︶
で
閲
覧
︒

⑰

無
署
名
﹁
主
要
映
画
批
評
﹃
何
故
妻
を
代
へ
る
？
﹄﹂︵﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
第

号
︑

101

頁
︑
大

・
�
・
�
︑
キ
ネ
マ
旬
報
社
︶

11

11

⑱

無
署
名
﹁
各
社
近
著
映
画
紹
介
﹃
何
故
妻
を
代
へ
る
？
﹄﹂︵
前
掲
﹁
キ
ネ
マ
旬

報
﹂
第

号
︶

93

⑲

全
集
未
収
録
︒
初
出
は
﹁
読
売
新
聞
﹂︵
大

・
�
・
�
︑
朝
刊
︑
第
�
面
︑
読

10

売
新
聞
社
︶︒
前
掲
︑
永
栄
論
文
︵﹁
谷
崎
潤
一
郎
と
映
画
に
つ
い
て

︱
全
集
未
収

録
逸
文
を
中
心
に

︱
﹂︶
の
指
摘
に
よ
っ
た
︒

⑳

細
江
光
﹁﹃
痴
人
の
愛
﹄
論

︱
そ
の
白
人
女
性
の
意
味
を
中
心
に

補
説
﹂︵
前

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能
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掲
﹃
谷
崎
潤
一
郎

深
層
の
レ
ト
リ
ッ
ク
﹄

頁
～

頁
︶

614

618

㉑

“F
ool’s
P
arad
ise”﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
の
﹁
各
社
近
着
外
国
映
画
紹
介
﹂︵
第
109

号
︑
�
頁
～
�
頁
︑
大

・
�
・

︑
キ
ネ
マ
旬
報
社
︶
は
︑
邦
題
を
﹁
愚
か
者
の

11

21

楽
園
﹂
と
し
て
い
る
︒
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
社
制
作
︒
全
九
巻
︒
主
演
は

C
on
rad

N
ag
el︑
D
oroth
y
D
alton
︒
エ
モ
リ
は
﹁
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
の
映
画
で
は
な
い
﹂
と

し
て
い
る
が
︑
﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
に
は
﹁
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
映
画
﹂
と
あ
る
︒
パ
ラ
マ

ウ
ン
ト
社
の
前
身
︑
フ
ェ
ー
マ
ス
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
ス
・
ラ
ス
キ
ー
社
と
混
同
し
た
か
︒

現
時
点
で
は
︑
ソ
フ
ト
化
や
配
信
は
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
映
像
は
未
確
認
︒

㉒

パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
東
京
支
社
設
立
記
念
興
行
作
品
は
︑
﹁
シ
ー
ク
﹂︵
“T
h
e
S
h
eik
”

一
九
二
一
年
︶
︑
﹁
愚
か
者
の
楽
園
﹂
︵
無
署
名
﹁
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
優
秀
映
画

披
露
大

興
行
﹃
シ
ー
ク
﹄
︑
﹃
愚
か
者
の
楽
園
﹄
﹂
︑
前
掲
﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
第

号
︑
�
頁
︶︑

109

﹁
吾
が
妻
を
見
よ
﹂
︵
“B
eh
old
M
y
w
ife”
一
九
二
〇
年
︶
︑
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂︵
無
署

名
﹁
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
会
社
特
製
品

二
大
映
画
番
組
﹂
︑
松
田
氏
前
掲
書
所
収
︑
一

九
二
二
年
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
﹂
︑

頁
︶
︒

25

㉓

無
署
名
﹁
各
社
近
着
外
国
映
画
紹
介
﹃
愚
か
者
の
楽
園
﹄
﹂
︵
前
掲
﹁
キ
ネ
マ
旬

報
﹂
第

号
︶

109

㉔

無
署
名
﹁
愚
か
者
の
楽
園

解
説
﹂
︵
浅
草
千
代
田
館
﹁
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
・
ニ
ー

ス
﹂
第

号
︑
大

・
�
・
�
︑
松
田
氏
前
掲
書
所
収
︑
一
九
二
二
年
﹁
愚
か
者
の

11

楽
園
﹂︑

頁
︶

24

㉕

︿
貴
人
﹀
型
女
性
と
は
︑
あ
く
ま
で
︿
タ
イ
プ
﹀
で
あ
り
︑
社
会
的
身
分
は
考
慮

し
な
い
︒
従
来
︑
谷
崎
作
品
に
お
け
る
女
性
像
の
変
容
に
つ
い
て
は
︑
谷
崎
の
関
西

移
住
︑
根
津
松
子
と
の
交
際
を
契
機
と
す
る
︑
昭
和
期
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

き
た
︒
し
か
し
細
江
光
氏
は
︑
精
神
分
析
学
を
援
用
し
︑
大
正
期
か
ら
変
容
の
萌
芽

が
見
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
︵
﹁
谷
崎
潤
一
郎
・
変
貌
の
論
理

︱
所
謂
日
本
回
帰

を
中
心
に
﹂
︑
細
江
氏
前
掲
書
所
収
︑

頁
～

頁
︶
︒
本
稿
は
︑
細
江
氏
の
論
に
同

363

384

意
し
な
が
ら
も
︑
映
画
を
軸
と
し
て
︑
谷
崎
の
変
容
に
つ
い
て
分
析
し
た
︒

㉖

デ
ミ
ル
映
画
と
﹁
痴
人
の
愛
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
斎
藤
淳
﹁﹃
痴
人
の
愛
﹄

︱
デ
ミ
ル
映
画
の
痕
跡

︱
﹂︵﹁
立
教
大
学
日
本
文
学
﹂
第

号
︑

頁
～

頁
︑

65

215

224

平
�
・
�
・

︑
立
教
大
学
日
本
文
学
会
︶
に
詳
し
い
分
析
が
あ
る
︒
ほ
か
︑
細
江

25

論
文
︵
注
⑳
に
同
じ
︶︑
五
味
渕
典
嗣
﹁
ア
メ
リ
カ
と
い
う
名
の
幻
影
﹂
︵﹃
言
葉
を

食
べ
る

谷
崎
潤
一
郎
︑
一
九
二
〇
～
一
九
三
一
﹄
所
収
︑

頁
～

頁
︑
平

・

76

119

21

・
�
︑
世
織
書
房
︶
が
指
摘
︒

12

︹
付
記
︺

本
稿
で
引
用
し
た
谷
崎
潤
一
郎
の
文
章
は
︑
特
記
し
た
も
の
を
除
き
︑
﹃
谷

崎
潤
一
郎
全
集
﹄
全
三
十
巻
︵
昭
和

・
�
・

～
昭
和

・

・

︑
中

56

25

58

11

10

央
公
論
社
︶
を
底
本
と
し
た
︒
引
用
の
際
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
︑
漢
字
は
原

則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
︒
／
は
改
行
を
示
す
︒

谷
崎
潤
一
郎
﹁
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
﹂
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能
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