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活
動
写
真
は
普
通
の
夢
よ
り
は
梢
ミ
ハ
ッ
キ
リ
し
た
夢
だ
と
も

云
へ
る
。
人
は
睡
っ
て
居
る
時
ば
か
り
で
な
く
、
起
き
て
居
る

時
も
夢
を
見
た
が
る
。
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
。
起
き
て
居
な
が
ら
夢
を
味
は
う
と

欲
す
る
の
で
あ
る
。
〔
．
．
…
・
〕
家
に
帰
っ
て
来
て
、
夜
枕
に
就

い
て
か
ら
も
、
そ
の
幻
想
が
い
つ
迄
も
脳
裡
に
往
来
し
て
睡
り

の
中
の
夢
に
通
ふ
。
果
て
は
そ
れ
が
夢
で
あ
っ
た
か
映
画
で
あ

っ
た
か
も
分
ら
な
く
な
っ
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
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

（

谷

崎

潤

一

郎

「

映

画

雑

感

」

一

九

二

一

年

三

月

）

は
じ
め
に

谷
崎
潤
一
郎
映
画
を
夢
む

Ｉ

胱

惚

／

越

境

の

テ

ク

ス

ト

ー

〈
講
演
〉

映
画
を
愛
し
た
若
き
日
の
谷
崎
潤
一
郎
が
思
い
を
吐
露
し
た
随
筆

の
一
節
で
す
。
映
画
を
語
る
時
に
谷
崎
は
い
つ
も
、
そ
れ
は
夢
の
ビ

ジ
ョ
ン
で
あ
る
と
書
え
ま
す
。
単
純
な
連
想
な
が
ら
単
な
る
印
象
批

評
で
は
な
く
、
谷
崎
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
物
語
に
組
み
込
ん
で
い
き

ま
す
。
映
画
へ
の
強
い
憧
慢
は
と
り
わ
け
西
洋
の
も
の
に
向
け
ら
れ
、

小
説
の
語
り
手
に
も
以
下
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
ま
し
た
。

フ
イ
ル
ム
の
上
へ
ま
ざ
ま
ざ
と
現
れ
て
来
る
端
整
な
花
の
や
う

な
市
街
の
光
景
や
、
そ
の
街
上
の
荘
麗
な
家
屋
に
棲
息
す
る
婦

人
達
の
、
崇
高
な
る
容
貌
と
燦
燗
た
る
服
装
や
、
さ
う
云
ふ
も

の
を
眺
め
て
居
る
と
、
私
は
自
分
の
魂
が
遠
い
夢
の
世
界
へ
運

ば
れ
て
行
く
や
う
に
思
っ
た
。
而
も
フ
イ
ル
ム
の
上
に
現
れ
た

夢
の
世
界
は
其
の
実
夢
で
も
何
で
も
な
い
。
龍
宮
城
や
極
楽
の

佐

藤

未

央

子
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谷崎潤一郎映画を夢も

谷
崎
に
と
っ
て
映
画
は
異
界
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
最
も
身
近
な

メ
デ
ィ
ア
で
し
た
。
西
洋
中
心
主
義
に
偏
っ
た
言
説
と
し
て
批
判
的

検
証
の
余
地
も
あ
り
ま
す
が
こ
こ
で
は
措
き
、
谷
崎
は
映
画
を
精
神

的
に
’
そ
し
て
合
法
的
に
ｌ
ト
リ
ヅ
プ
す
る
手
段
と
し
て
受
け

止
め
て
い
た
点
を
確
認
す
る
に
留
め
ま
す
。

さ
て
本
講
演
で
は
、
谷
崎
と
映
画
の
関
わ
り
に
お
け
る
二
つ
の
〈
ト

ラ
ン
ス
〉
に
つ
い
て
、
私
の
研
究
観
と
併
せ
て
お
話
し
ま
す
。
ま
ず

先
ほ
ど
の
随
筆
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
映
画
は
谷
崎
に
今
国
胃
巳

す
な
わ
ち
怯
惚
や
忘
我
の
状
態
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
捉
え
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
接
頭
辞
〈
茸
目
印
‐
〉
で
、
単
語
で
い
え
ば
弓
自
輿
閏
、

青
煙
ロ
既
日
日
、
茸
四
ご
い
宮
①
と
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
が
、
ジ
ャ
ン
ル
を

横
断
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
〈
ト
ラ
ン
ス
〉
が
、

谷
崎
に
よ
る
映
画
言
説
を
考
究
す
る
と
い
う
私
の
研
究
の
軸
に
な
っ

て
い
ま
す
。

う

み

や
う
な
架
空
の
楼
廓
で
は
断
じ
て
な
い
。
遥
か
な
洋
の
向
う
の
、

此
の
フ
イ
ル
ム
が
現
像
さ
れ
る
欧
洲
の
国
土
へ
行
け
ば
、
夢
の

世
界
は
立
派
な
現
実
の
光
景
と
化
し
て
展
開
さ
れ
て
居
る
の
で

あ
る
。
龍
宮
よ
り
も
更
に
立
派
な
、
極
楽
よ
り
も
更
に
楽
し
い

世
界
が
其
処
に
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
映
画
の
中
に
浮
か

び
出
た
、
さ
な
が
ら
此
の
世
の
物
と
し
も
想
は
れ
な
い
貴
い
建

築
や
天
女
の
群
が
、
実
際
其
処
の
空
に
聟
え
、
そ
こ
に
動
い
て

居
る
の
で
あ
る
。
其
処
に
は
活
き
た
詩
が
あ
る
。
活
き
た
絵
画
、

音

楽

が

あ

る

。

（

「

独

探

」

一

九

一

五

年

二

月

）

私
は
作
家
が
映
画
と
い
う
特
殊
な
媒
体
に
ふ
れ
た
体
験
を
い
か
に

言
語
化
・
物
語
化
し
た
の
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究
を
行
っ
て
い

ま
す
。
映
画
に
限
ら
ず
、
美
し
い
芸
術
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
圧
倒

さ
れ
、
果
た
し
て
夢
か
現
か
と
陶
酔
あ
る
い
は
戦
懐
す
る
感
覚
は
誰

も
が
味
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
心

情
を
誰
か
に
伝
え
よ
う
と
し
て
言
葉
を
探
す
ｌ
こ
う
い
っ
た
一
連

の
筆
記
行
為
に
つ
い
て
、
近
代
文
学
者
の
な
か
で
も
最
も
映
画
に
つ

い
て
思
考
し
た
と
い
え
る
作
家
、
谷
崎
潤
一
郎
を
軸
と
し
て
研
究
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
文
学
を
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
は
あ
え
て
見
ず
、

映
画
を
代
表
と
す
る
周
辺
の
諸
芸
術
や
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
の
な

か
で
検
討
す
る
方
法
を
試
み
て
い
ま
す
。

個
人
的
な
話
で
恐
縮
な
が
ら
、
親
類
に
脚
本
家
や
演
出
家
、
作
訶

家
と
し
て
活
動
す
る
人
物
が
お
り
、
新
奇
的
な
方
法
で
生
み
出
さ
れ

た
彼
の
作
品
に
ふ
れ
強
い
刺
激
を
受
け
た
経
験
か
ら
、
横
断
的
な
文

化
概
念
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
表
象
文
化
に
携
わ
り
た
い
と
考

え
て
古
今
東
西
の
小
説
を
読
み
、
二
○
○
五
年
に
芥
川
賞
を
受
賞
し

た
阿
部
和
重
の
世
界
観
と
文
体
に
惹
か
れ
、
阿
部
が
作
中
で
言
及
し

て
い
た
こ
と
か
ら
谷
崎
に
関
心
を
持
ち
ま
し
た
。
高
校
の
授
業
で
読

ん
だ
「
陰
鬚
礼
讃
」
（
一
九
三
三
年
一
二
月
’
一
九
三
四
年
一
月
）

で
「
吸
ひ
物
」
を
食
す
に
際
し
「
三
昧
境
に
惹
き
入
れ
ら
れ
る
」
と

尋
常
な
ら
ざ
る
感
性
で
表
現
し
た
点
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
く
、
ま
ず

｜
谷
崎
映
画
小
説
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
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は
「
痴
人
の
愛
」
二
九
二
四
年
三
月
’
六
月
、
二
月
’
一
九
二

五
年
七
月
）
、
「
卍
」
（
一
九
二
八
年
三
月
’
一
九
二
九
年
四
、
六
’

一
○
月
、
一
二
月
’
一
九
三
○
年
一
、
四
月
）
、
「
春
琴
抄
」
（
一
九

三
三
年
六
月
）
を
読
み
、
中
公
文
庫
『
潤
一
郎
ラ
ビ
リ
ン
ス
」
（
全

一
六
巻
。
千
葉
俊
二
編
、
一
九
九
八
’
九
九
年
）
と
い
う
ニ
ッ
チ
な

作
品
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も
手
を
伸
ば
し
、
戦
前
に
お
い
て
多
様
な

セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
表
現
に
切
り
込
ん
だ
挑
戦
的
な
態
度
に
強
靭

さ
を
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
陶
酔
的
な
身
体
感
覚
や
欲
望
を
直
裁
に
言

き
込
み
な
が
ら
も
生
々
し
さ
を
抑
え
、
読
者
の
想
像
力
を
掻
き
立
て

る
文
才
は
唯
一
無
二
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ

る
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
が
あ
る
と
救
わ
れ
た
思
い
に
な
り
ま

し
た
。
当
時
（
二
○
○
六
年
ご
ろ
）
は
ま
だ
學
燈
社
『
別
冊
國
文
學
」

シ
リ
ー
ズ
で
、
作
家
・
作
品
解
説
や
鍵
概
念
、
研
究
史
を
ま
と
め
た

「
谷
崎
潤
一
郎
必
携
』
（
二
○
○
一
年
三
月
）
を
書
店
で
入
手
で
き
、

ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
な
世
界
も
学
問
的
研
究
の
対
象
と
な
る
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。
昨
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
情
報
が
す
ぐ
手
に

入
り
ま
す
が
、
地
方
の
高
校
生
に
と
っ
て
は
図
書
館
や
書
店
が
貴
重

な
情
報
源
で
し
た
。

話
題
が
遡
り
ま
す
が
、
件
の
親
類
が
映
像
分
野
で
活
躍
し
て
い
た

こ
と
か
ら
映
画
に
も
関
心
を
覚
え
、
日
本
大
学
芸
術
学
部
で
映
画
史

や
映
画
理
論
を
学
び
ま
し
た
。
阿
部
和
重
も
日
本
映
画
学
校
（
現
、

日
本
映
画
大
学
）
卒
で
あ
り
、
映
画
を
小
説
の
題
材
と
し
映
画
批
評

も
手
が
け
る
な
ど
、
文
筆
に
よ
っ
て
映
画
と
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
っ
た
マ
ル
チ
な
作
家
性
を
谷
崎
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
谷
崎
は
新
進
作
家
の
こ
ろ
、
小
説
の
み
な
ら
ず
戯
曲

や
映
画
脚
本
を
複
数
発
表
し
、
時
に
自
ら
演
出
を
手
が
け
て
お
り
、

題
材
面
で
も
固
定
的
な
価
値
観
や
検
閲
と
闘
い
な
が
ら
旧
習
を
打
破

せ
ん
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
溢
れ
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は

サ
デ
ィ
ズ
ム
・
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
や
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
ク
ィ
ア
な
題
材
に
、
中
国
や
イ
ン
ド
を

舞
台
に
し
た
幻
想
小
説
、
犯
罪
探
偵
小
説
、
そ
し
て
映
画
関
連
の
小

説
と
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
り
ま
す
。
た
だ
し
物
語
と
し
て
冗
長

に
な
っ
た
り
、
関
心
が
他
所
へ
移
っ
た
た
め
に
途
中
で
投
げ
出
し
た

り
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
が
、
か
え
っ
て
迷
宮
的
な
、

谷
崎
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
メ
ル
チ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
（
「
浅
草
公
園
」

一
九
一
八
年
九
月
）
的
様
相
こ
そ
文
壇
的
・
文
学
史
的
評
価
軸
と
は

異
な
る
吸
引
力
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
谷
崎
自
身
は
の
ち
に
『
谷
崎

潤
一
郎
全
集
」
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
七
～
五
九
年
）
を
編
む
際
に
、

初
期
作
品
の
う
ち
一
部
を
隠
蔽
し
て
い
ま
す
。
全
集
の
序
文
で
い
わ

く

自
分
の
書
い
た
も
の
は
〔
…
…
〕
焼
き
捨
て
、
し
ま
ひ
た
い
も

の
、
方
が
多
い
。
筍
く
も
生
前
に
全
集
を
編
ん
で
世
に
問
ふ
ほ

ど
の
作
家
で
あ
る
な
ら
、
人
に
読
ま
れ
て
恥
か
し
い
も
の
を
書

い
て
ゐ
さ
う
も
な
い
筈
で
あ
る
が
、
私
の
場
合
は
さ
う
で
は
な

い
。
〔
…
…
〕
だ
か
ら
全
集
と
は
云
っ
て
も
、
自
分
で
読
む
に

堪
へ
な
い
や
う
な
も
の
、
他
人
に
読
ま
れ
た
く
な
い
や
う
な
も

の
は
、
努
め
て
葬
り
去
る
こ
と
に
し
た
。

6



谷崎潤 郎映向を夢も

完
成
さ
れ
た
作
家
像
の
な
か
に
ノ
イ
ズ
と
な
る
よ
う
な
作
品
は
不
要

で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
セ
ル
フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

も
相
ま
っ
て
世
間
一
般
で
は
、
谷
崎
と
い
え
ば
「
春
琴
抄
」
や
「
細

雪
」
二
九
四
三
’
四
八
年
）
を
書
い
た
日
本
的
な
老
作
家
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
と
は
異
な
る
谷
崎
に

こ
そ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
考
え
、
研
究
対
象
に
選
び
ま
し

た
。

前
掲
『
潤
一
郎
ラ
ビ
リ
ン
ス
』
シ
リ
ー
ズ
に
は
削
除
さ
れ
た
作
砧

が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
映
画
小
説
・
言
説
を
集
め
た
第
一
一

巻
の
副
題
「
銀
幕
の
彼
方
」
は
ま
さ
に
谷
崎
の
嗜
好
を
示
す
命
名
で

す
．
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
「
青
塚
氏
の
話
」
（
一
九
二
六
年
八
’
九
、

二
’
一
二
月
）
と
い
う
映
画
小
説
は
谷
崎
作
品
の
中
で
も
一
、
二

を
争
う
問
題
作
で
す
。
と
あ
る
映
画
女
優
の
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
の
物

語
で
、
い
わ
ゆ
る
〈
推
し
〉
が
映
っ
た
フ
ィ
ル
ム
の
断
片
を
集
め
、

そ
れ
を
参
考
に
創
り
出
し
た
数
十
体
の
ラ
ブ
・
ド
ー
ル
を
愛
玩
す
る

と
い
う
行
為
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
監
督
や
女
優
が
全
国
に
拡
散
し

た
イ
メ
ー
ジ
は
個
人
の
欲
望
の
も
と
で
加
工
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

極
端
な
例
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
営
み
は
昨
今
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

に
通
じ
る
要
素
が
あ
り
、
令
和
の
時
代
に
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り
ま

す
。
谷
崎
の
映
画
小
説
は
現
代
的
な
メ
デ
ィ
ア
状
況
に
お
い
て
こ
そ

有
効
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
点
で
、
と
り
わ
け
再
読
を
迫
る
も
の
だ
と

い
え
ま
す
。
近
年
も
谷
崎
の
小
説
は
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
題
材
に

選
ば
れ
る
機
会
が
多
い
で
す
が
、
「
青
塚
氏
の
話
」
は
阿
部
和
重
の

同
窓
で
あ
る
漫
画
家
榎
本
俊
二
に
よ
っ
て
卓
抜
に
漫
画
化
さ
れ
て
い

ま
す
。
榎
本
が
同
作
を
「
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
に
湧
く
よ
う
な
ぬ
る
い

デ
ジ
タ
ル
思
考
を
木
っ
端
み
じ
ん
に
粉
砕
す
る
、
ダ
ッ
チ
ワ
イ
フ
文

（

１

）

学
の
最
高
峰
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
先
鋭
化
し
た
ア
ナ
ロ
グ
感
覚
だ

か
ら
こ
そ
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
我
々
を
打
つ
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
の

で
す
。そ

も
そ
も
谷
崎
は
な
ぜ
映
画
の
愉
し
み
に
愚
り
付
か
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
改
め
て
そ
の
経
緯
を
確
認
し
ま
す
。

映
画
は
一
八
九
○
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
、

す
ぐ
に
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
見
世
物
と
し
て
楽
し
ま
れ
て
お
り
、
少

年
期
の
谷
崎
も
見
物
に
出
か
け
て
い
ま
し
た
。
当
初
は
短
い
記
録
映

像
や
フ
ィ
ル
ム
に
重
ね
焼
き
を
施
し
た
ト
リ
ッ
ク
映
像
が
主
で
し
た

が
、
次
第
に
物
語
映
画
が
主
流
と
な
り
、
演
出
も
工
夫
さ
れ
る
な
ど

し
て
芸
術
性
が
追
求
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
谷
崎
自
身
も
映
岡
に
発
展

可
能
性
を
見
出
し
、
映
画
論
「
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
」
（
一
九

一
七
年
九
月
）
を
執
筆
し
て
い
ま
す
。
演
劇
よ
り
も
表
現
領
域
が
広

く
、
事
物
を
リ
ア
ル
に
写
し
取
り
、
長
期
的
に
保
存
で
き
、
世
界
各

国
の
人
と
も
共
有
で
き
る
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
と
論
じ
、
何
よ
り
「
夢
幻
的
」
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
「
写
実
的
」

に
具
現
化
で
き
る
技
術
で
あ
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
強
み
を
見
出
し
て

い
ま
し
た
。
映
画
研
究
の
洋
書
を
読
み
、
日
活
二
九
一
二
年
設
立
）

二
映
画
を
読
む
た
め
に
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の
撮
影
所
を
見
学
す
る
な
ど
し
て
研
究
を
深
め
、
小
説
に
も
映
画
的

要
素
を
取
り
入
れ
る
う
ち
に
映
画
通
と
し
て
の
評
判
が
広
ま
り
、
一

九
二
○
年
に
浅
野
財
閥
の
東
洋
汽
船
が
出
資
し
た
映
画
会
社
、
大
正

活
映
の
脚
本
部
顧
問
と
し
て
招
か
れ
、
映
画
製
作
に
携
わ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
す
で
に
日
活
が
大
衆
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
娯
楽
映

画
を
量
産
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
一
○
年
代
後
半
か
ら
、
世
界
の

映
画
市
場
に
並
べ
ら
れ
る
ク
オ
リ
テ
ィ
を
持
つ
映
画
の
製
作
を
目
指

す
運
動
が
興
り
ま
す
。
現
在
も
日
本
映
画
界
を
牽
引
す
る
松
竹
の
映

画
部
門
も
同
時
期
に
、
同
様
の
企
図
の
も
と
で
作
ら
れ
ま
し
た
。

谷
崎
は
大
正
活
映
で
四
作
の
映
画
に
携
わ
り
ま
し
た
が
、
残
念
な

が
ら
フ
ィ
ル
ム
は
関
東
大
震
災
の
被
害
を
受
け
、
一
本
も
残
っ
て
い

な
い
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
失
わ
れ
た
映
画
を
い
か
に
研
究
す
る
か
は

難
し
い
問
題
で
す
が
、
手
掛
か
り
と
な
る
資
料
は
さ
ま
ざ
ま
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

ま
ず
第
一
作
目
の
『
ア
マ
チ
ュ
ア
倶
楽
部
」
二
九
二
○
年
二

月
公
開
）
は
鎌
倉
を
舞
台
に
、
素
人
劇
団
「
ア
マ
チ
ュ
ア
倶
楽
部
」

を
主
宰
す
る
青
年
と
、
旧
家
の
お
て
ん
ば
娘
が
泥
棒
事
件
を
通
し
て

親
し
く
な
る
と
い
う
コ
メ
デ
ィ
で
、
日
本
初
の
水
着
女
優
が
登
場
し

ま
す
【
図
１
－
。
そ
れ
ま
で
女
形
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
封
建

的
な
女
性
像
を
打
破
す
る
ミ
ュ
ー
ズ
と
し
て
現
れ
た
の
は
、
谷
崎
の

義
妹
か
つ
愛
人
で
も
あ
っ
た
石
川
せ
い
子
（
芸
名
は
葉
山
三
千
子
）

と
い
う
女
性
で
す
。
昭
和
初
期
に
人
気
を
得
る
美
男
ス
タ
ー
岡
田
時

彦
（
当
初
の
芸
名
は
野
羅
久
良
夫
）
も
端
役
で
出
演
し
、
劇
中
劇
「
太

功
記
十
段
目
」
の
初
菊
役
を
演
じ
て
い
ま
す
。
本
作
品
で
谷
崎
は
ス

ト
ー
リ
ー
の
原
案
を
作
り
、
ア
メ
リ
カ
で
映
画
を
学
ん
だ
ト
ー
マ
ス

栗
原
喜
三
郎
監
督
が
撮
影
用
の
台
本
に
直
し
た
そ
う
で
す
が
、
ロ
ケ

撮
影
に
も
立
ち
会
い
、
ワ
ン
カ
ッ
ト
ご
と
に
「
Ｏ
Ｋ
！
」
と
声
を
か

（

２

）

け
て
い
た
そ
う
で
、
助
監
督
的
な
立
場
も
兼
ね
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

次
の
映
画
「
葛
飾
砂
子
』
（
一
九
二
○
年
一
二
月
公
開
）
は
、
深

川
を
舞
台
に
し
て
少
女
の
悲
恋
を
描
い
た
泉
鏡
花
の
短
篇
が
原
作
で
、

Ｃ

鐸
鐸
砕
麹
撫
ア
マ
チ
ュ
ア
椣
樂
部
渤
描
載
に
就
て
子

識

輸
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千~~~
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谷崎潤一郎映画を夢む

鏡
花
自
身
も
深
川
ロ
ケ
の
見
学
に
訪
れ
、
撮
影
場
所
の
指
示
を
出
し

て
い
た
と
谷
崎
は
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
本
作
に
つ
い
て
は
後
述
し

ま
す
。三

作
目
の
「
雛
祭
の
夜
』
（
一
九
二
一
年
三
月
公
開
）
は
谷
崎
の

娘
鮎
子
が
主
演
し
た
、
少
女
と
西
洋
人
形
や
ウ
サ
ギ
の
友
情
を
描
く

短
篇
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
す
。
谷
崎
が
演
技
経
験
の
な
い
若
者
た
ち
を

積
極
的
に
登
用
し
た
の
は
、
演
者
に
対
し
て
、
演
劇
的
な
身
振
り
で

は
な
い
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
演
技
を
求
め
て
い
た
た
め
で
し
た
。
よ
り
「
真

実
ら
し
く
」
（
前
掲
「
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
」
）
見
せ
よ
う
と
し

実
ら
し
く
」
（
前
掲
「
活
計

た
の
で
す
。
こ
の
映
画
で

は
谷
崎
の
自
宅
に
セ
ッ
ト

を
作
り
、
谷
崎
自
身
が
雛

人
形
を
糸
で
操
っ
た
り
、

部
分
的
に
監
督
も
担
当
し

た
と
の
こ
と
で
、
脚
本
家

以
上
の
働
き
を
し
て
い
ま

し
た
○

次
の
『
蛇
性
の
婬
』
（
一

九
二
一
年
九
月
公
開
）
は

上
田
秋
成
『
雨
月
物
語
」

二
七
七
六
年
）
に
収
録

さ
れ
た
同
名
短
篇
の
映
画

化
で
、
京
都
や
奈
良
で
本

格
的
な
ロ
ケ
を
行
い
、

|図2】 『活動雑誌」 1921年7月。

セ
ヅ
ト
や
衣
装
も
綿
密
に
作
り
込
む
な
ど
し
て
、
日
本
に
お
け
る
本

格
古
典
劇
映
画
の
嗜
矢
と
な
っ
た
作
品
で
す
〔
図
２
－
。
ロ
ケ
に
同

行
し
た
谷
崎
は
感
慨
を
以
下
の
よ
う
に
し
た
た
め
て
い
ま
す
。

私
は
以
前
か
ら
平
安
朝
の
文
学
や
絵
画
が
好
き
で
あ
っ
た
が
、

あ
の
辺
へ
行
け
ば
未
だ
に
私
の
夢
み
つ
、
あ
る
其
の
頃
の
悌
が
、

何
処
や
ら
に
残
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
円
い
、
な
だ
ら
か
な
土

佐
絵
の
曲
線
と
色
彩
を
持
っ
た
丘
陵
、
そ
の
間
を
縫
ふ
う
ね
う

ね
し
た
田
舎
路
、
崩
れ
か
、
つ
た
百
姓
家
の
土
塀
な
ど
、
何
一

つ
と
し
て
遠
い
昔
の
夢
を
呼
び
起
さ
ぬ
も
の
は
な
い
。
私
は
そ

れ
ら
の
自
然
の
中
か
ら
好
き
な
構
図
を
切
り
取
っ
て
、
其
処
へ

矢
張
り
昔
の
装
束
を
し
た
男
や
女
を
自
由
自
在
に
置
き
据
ゑ
物

語
の
筋
を
追
う
て
絵
巻
物
を
繰
り
ひ
ろ
げ
る
や
う
に
そ
れ
ら
の

人
物
に
い
ろ
い
ろ
な
動
作
を
さ
せ
て
行
く
。
何
と
此
の
位
愉
快

な
仕
事
が
あ
ら
う
か
、
そ
れ
は
仕
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
に

も
美
し
い
、
そ
し
て
恐
ろ
し
く
贄
沢
な
遊
び
で
あ
る
。
子
供
が

箱
庭
を
作
る
と
同
じ
や
う
な
、
そ
し
て
そ
れ
よ
り
は
ズ
ッ
ト
大

規
模
な
、
複
雑
な
遊
び
で
あ
る
。
小
説
は
筆
の
力
で
紙
の
上
へ

夢
を
築
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
生
き
た
自
然
と
人
間
と
を
駆
使
し

て
、
此
の
地
上
へ
夢
の
国
土
を
ひ
ろ
げ
る
の
で
あ
る
。
過
去
の

夢
を
、
そ
の
ま
間
現
在
の
世
界
へ
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
〔
：
…
・
〕

私
は
屡
々
、
彼
等
〔
注
ｌ
俳
優
〕
が
映
画
劇
中
の
人
物
で
あ
る

の
を
忘
れ
、
身
は
平
安
朝
の
古
に
あ
る
や
う
な
心
地
が
す
る
の

で
あ
っ
た
。
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谷
崎
は
関
東
大
震
災
で
の
罹
災
を
契
機
に
関
西
へ
移
住
し
、
古
典

や
歴
史
を
題
材
と
す
る
作
風
に
シ
フ
ト
し
て
い
き
ま
す
が
、
す
で
に

そ
の
片
鱗
が
み
ら
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
も
ふ
れ
た
よ
う
に
初
期
谷
崎
の

嗜
好
は
浅
薄
な
西
洋
崇
拝
に
す
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
で

す
が
、
映
画
に
お
い
て
は
当
初
か
ら
「
我
が
国
古
来
の
有
名
な
小
説

物
語
の
類
〔
注
ｌ
「
竹
取
物
語
」
や
「
平
家
物
語
」
等
〕
を
、
活
動

写
真
に
取
る
や
う
に
な
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
立
派
な
、
ど
ん
な
に
荘

厳
な
映
画
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
、
想
像
す
る
だ
け
で
も
、
予
は
胸

の
躍
る
の
を
禁
じ
得
な
い
」
（
前
掲
「
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
」
）

と
展
望
を
述
べ
、
実
作
に
お
い
て
も
日
本
的
題
材
を
選
ん
で
い
ま
し

た
。
戦
後
、
日
本
映
画
は
国
際
的
に
高
い
評
価
を
得
ま
す
が
、
一
九

二
○
年
代
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ネ
マ
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
問
題

を
谷
崎
が
実
践
的
に
提
起
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
ま
す
。

小
説
家
と
い
う
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
谷
崎
の
活
動
ぶ
り
が
窺

え
ま
し
た
が
、
一
九
二
一
年
秋
に
大
正
活
映
が
芸
術
的
映
画
で
は
な

く
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
よ
い
映
画
を
作
る
方
針
に
切
り
替

え
た
た
め
、
谷
崎
は
関
係
を
断
ち
ま
す
。
た
だ
し
そ
の
後
も
映
画
批

評
や
映
画
小
説
を
さ
ま
ざ
ま
発
表
し
、
映
画
と
い
う
存
在
に
対
す
る

考
察
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
谷
崎
の
営
為
に
ふ
れ
る
に
つ
れ
て
〈
文
学
〉
の
範
曉

と
は
、
と
問
い
を
立
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
谷
崎
に
限
ら
ず
、

小
説
家
に
よ
る
脚
本
や
映
画
作
品
、
映
画
批
評
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、

（
「
出
張
撮
影
に
就
い
て
の
感
想
」
一
九
二
一
年
九
月
）

ま
た
小
説
で
映
画
の
内
容
が
言
及
さ
れ
た
り
、
俳
優
や
監
督
な
ど
の

関
係
者
や
観
客
が
、
王
人
公
や
語
り
手
に
な
る
設
定
も
み
ら
れ
ま
す
。

小
説
の
映
画
化
は
現
代
で
も
身
近
で
す
し
、
原
作
者
が
監
修
や
助
言

を
す
る
例
も
多
々
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
文
学
と
い
う
枠
組
み
を

広
げ
、
越
境
し
な
が
ら
研
究
す
る
必
要
が
生
じ
て
き
ま
す
。

谷
崎
の
映
画
小
説
で
は
映
画
用
語
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
ま
す
が
、

意
味
を
知
ら
な
い
と
解
釈
に
限
界
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
以
下
の

よ
う
な
記
述
で
す
。

僕
は
以
前
亜
米
利
加
の
マ
リ
ー
・
プ
レ
ヴ
オ
ス
ト
の
絵
が
好
き

だ
っ
た
が
、
君
も
あ
の
女
優
は
好
き
な
ん
だ
ら
う
ね
。
〔
：
．
・
・
・
〕

君
は
恐
ら
く
由
良
子
嬢
を
発
見
し
た
時
に
、
こ
れ
は
日
本
の
マ

リ
ー
・
プ
レ
ヴ
オ
ス
ト
だ
と
思
っ
た
ん
ぢ
や
な
い
か
ね
。
〔
・
…
．
．
〕

あ
の
女
優
の
顔
つ
き
や
体
つ
き
の
感
じ
は
由
良
子
嬢
に
そ
っ
く

り
ぢ
や
な
い
か
。
〔
…
…
〕
残
念
な
が
ら
僕
は
プ
レ
ヴ
オ
ス
ト

の
膳
を
知
ら
な
い
。
僕
の
知
っ
て
ゐ
る
の
は
由
良
子
嬢
の
と
、

『
ス
ム
ル
ー
ン
』
で
見
た
ポ
ー
ラ
・
ネ
グ
リ
の
膳
だ
け
だ
。

ゆ
う
べ
私
は
ニ
ー
ナ
を
誘
っ
て
ゲ
イ
テ
イ
ー
座
へ
活
動
写
真
を

見
に
行
っ
た
。
〔
．
．
…
・
〕
私
が
行
っ
た
晩
の
出
し
物
は
「
ア
ッ

フ
ェ
イ
ァ
ス
・
オ
ブ
・
ア
ナ
ト
ー
ル
」
だ
っ
た
。
監
督
は
セ
シ

ル
・
ド
・
ミ
ル
、
俳
優
は
ウ
オ
レ
ー
ス
・
リ
ー
ド
、
グ
ロ
リ
ア
・

ス
ワ
ン
ソ
ン
、
そ
れ
に
ビ
ー
ブ
・
ダ
ニ
エ
ル
も
出
て
居
る
。

（

「

ア

ヱ

・

マ

リ

ア

」

一

九

二

三

年

一

月

）

10



谷崎潤一郎映画を夢も

初
見
で
全
く
想
像
が
つ
か
ず
、
こ
の
空
所
を
埋
め
た
い
と
思
っ
た

の
も
研
究
を
始
め
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
そ
こ
で

方
法
論
的
な
示
唆
を
得
た
の
が
、
文
学
研
究
者
明
里
千
章
に
よ
る
研

究
書
『
村
上
春
樹
の
映
画
記
号
学
」
（
若
草
書
房
、
二
○
○
八
年
一

○
月
）
で
す
。
村
上
春
樹
も
作
品
に
た
び
た
び
映
画
を
登
場
さ
せ
る

作
家
で
、
本
書
で
は
言
及
さ
れ
た
映
画
や
俳
優
に
詳
し
い
注
釈
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
長
篇
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
（
一
九
八

七
年
九
月
）
に
は
映
画
『
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
』
二
九
四
二
年
）
や
『
卒

業
」
二
九
六
七
年
）
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
知
識
の
有
無

に
よ
っ
て
文
脈
の
理
解
が
異
な
っ
て
き
ま
す
。
明
里
の
手
法
を
参
考

に
し
な
が
ら
、
谷
崎
が
引
用
し
た
映
画
に
関
す
る
調
査
を
進
め
て
き

（

３

）

ま
し
た
。
谷
崎
と
映
画
の
関
わ
り
を
論
じ
た
先
行
研
究
は
豊
か
な
蓄

（

４

）

積
が
あ
り
ま
す
が
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
映
画
作
品
に
偏
り
が
あ
り
、

網
羅
的
か
つ
実
証
的
な
調
査
に
よ
っ
て
こ
そ
谷
崎
の
映
画
観
の
全
体

像
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
た
た
め
で
す
。
編
年
的
に
整
理
し
て

み
る
と
、
谷
崎
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
日
本
・
世
界
の
映
画
史
と
し
て

も
成
り
立
つ
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

研
究
方
法
と
し
て
示
唆
を
得
た
も
う
一
つ
の
存
在
は
、
ジ
ェ
ラ
ー

ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
と
い
う
文
学
理
論
家
の
「
パ
ラ
ン
プ
セ
ス
ト
」
（
一

九
八
二
年
）
と
い
う
書
物
で
す
。
パ
ラ
ン
プ
セ
ス
ト
令
筥
目
冨
①
淫
の
）

と
は
羊
皮
紙
、
つ
ま
り
書
い
て
あ
っ
た
文
字
を
消
し
て
そ
の
上
に
書

き
重
ね
る
紙
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
読
解
に
敷
術
し
て
「
あ
る
テ
ク
ス

（
前
掲
「
青
塚
氏
の
話
」
）

言

、

）

卜
は
常
に
別
の
テ
ク
ス
ト
を
隠
し
て
い
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す

こ
こ
か
ら
私
も
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
い
う
「
関
係
性
の
読
書
（
二
つ
も
し

、

、

、

、

、

、

、

く
は
そ
れ
以
上
の
テ
ク
ス
ト
を
相
互
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
読
む
こ

と
こ
（
第
八
○
章
）
を
方
法
と
し
て
取
り
入
れ
ま
し
た
。
た
だ
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
は
暗
示
的
な
引
用
や
パ
ロ
デ
ィ
を
主
に
論
じ
て
お
り
、
私
が

扱
う
明
示
的
な
引
用
と
は
や
や
異
な
り
ま
す
が
理
論
の
枠
組
み
を
借

り
て
、
谷
崎
の
小
説
に
お
い
て
映
画
は
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
存
在

し
て
い
る
と
み
て
、
読
解
の
た
め
に
は
や
は
り
映
画
と
い
う
存
在
に

対
す
る
積
極
的
な
意
味
づ
け
が
有
効
だ
と
考
え
ま
し
た
。

映
画
の
資
料
は
フ
ィ
ル
ム
資
料
と
ノ
ン
フ
ィ
ル
ム
資
料
に
分
け
ら

れ
ま
す
。
フ
ィ
ル
ム
資
料
と
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
映
画
フ
ィ
ル
ム

で
す
。
戦
前
映
画
は
散
逸
し
た
作
品
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
谷
崎

が
言
及
し
た
映
画
が
残
っ
て
い
る
か
、
ソ
フ
ト
化
さ
れ
て
い
る
か
を

国
内
外
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
調
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
海
外
の
初
期
映
画
は
日
本
盤
が
な
い
も
の
も
多
く
、
個
人
輸
入

や
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
等
で
ソ
フ
ト
を
収
集
し
て
い
ま
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク

ド
メ
イ
ン
と
な
っ
た
作
品
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
観
ら
れ
る
も
の

も
あ
り
、
こ
こ
一
○
年
ほ
ど
で
急
激
に
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ

ソ
フ
ト
化
さ
れ
て
な
い
映
画
も
多
い
た
め
、
国
立
映
画
ア
ー
カ
イ
ブ

や
マ
ツ
ダ
映
画
社
が
、
王
催
す
る
上
映
会
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。

幸
い
に
も
映
像
が
残
っ
て
い
た
場
合
、
谷
崎
の
記
述
と
照
ら
し
合

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
前
掲
「
ア
ヱ
・
マ
リ
ア
」
で
引
用
さ
れ

た
の
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
監
督
セ
シ
ル
。
Ｂ
・
デ
ミ
ル
の
作
品
で
女

優
グ
ロ
リ
ア
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
が
出
演
し
た
一
九
二
一
年
の
映
画
『
ァ

第105号1 1 日本文學誌要



よ
っ
て
引
用
さ
れ
、
》

い
ま
し
た
。
そ
れ
が

語
り
手
の
フ
ェ
テ
ィ

シ
ズ
ム
を
具
体
化
す

る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

働
き
な
が
ら
、
デ
ミ

ル
が
主
題
と
し
た
道

徳
性
に
主
人
公
が
感

化
さ
れ
る
様
相
が
暗

示
さ
れ
て
い
る
と
考

察
し
、
同
志
社
大
学

文
学
部
国
文
学
科

（
三
年
次
編
入
学
）

で
の
卒
業
論
文
に
ま

と
め
ま
し
た
。
こ
の

試
み
に
有
効
性
を
感

じ
、
同
志
社
大
学
大

学
院
で
も
同
様
の
手

法
で
研
究
を
続
け
、

博
士
論
文
を
提
出
し
、

現
在
に
至
り
ま
す
。

ま
た
「
青
塚
氏

ナ
ト
ー
ル
』
一
図
３
１
１
］
〔
図
３
１
２
－
で
す
。
ア
メ
リ
カ
版
Ｖ
Ｈ
Ｓ

を
入
手
し
て
谷
崎
の
記
述
と
照
合
し
た
う
え
、
い
か
な
る
意
図
に

よ
っ
て
引
用
さ
れ
、
物
語
を
方
向
付
け
て
い
る
か
と
い
う
分
析
を
行

毎

垂

'

【図3-2】浮気相手を演じたビーブ・ダ 【図3-11 7heA脂"sofAnarol, 1921
ニェル（左)。 アナトールを演じるウォレース・ リード

（右） とその妻役のグロリア・スワンソ

ン（左)｡アナトールの浮気事件を経て

よりを戻す夫婦の物語。

こ
れ
ら
の
映
画
は
た
だ
文

化
記
号
と
し
て
引
用
さ
れ

る
だ
け
で
は
な
く
、
物
語

内
容
へ
有
機
的
に
組
み
込

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
谷
崎

が
な
ぜ
そ
の
女
優
や
場
面

に
言
及
し
た
の
か
、
創
作

意
図
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た

作
業
か
ら
隠
さ
れ
た
文
脈

を
読
み
取
る
Ｉ
谷
崎
が

観
た
映
画
を
〈
再
生
〉
す

る
の
が
、
私
の
研
究
の
主

旨
の
ひ
と
つ
で
す
。

も
う
一
方
の
ノ
ン
フ
ィ

ル
ム
資
料
ｌ
映
画
雑
誌

や
チ
ラ
シ
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
ス
チ
ー
ル
写
真
は
、

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館

や
国
立
映
画
ア
ー
カ
イ
ブ
、

川
喜
多
記
念
映
画
文
化
財

の
話
」
で
は
、
同
時
代
に
人
気
が
あ
っ
た
ヴ
ァ
ン
プ
女
優
の
扇
情
的

な
イ
メ
ー
ジ
｛
図
４
１
１
｝
【
図
４
１
２
－
を
例
示
す
る
こ
と
で
、
読

者
と
の
イ
メ
ー
ジ
共
有
が
図
ら
れ
て
い
た
と
い
う
工
夫
が
窺
え
ま
す

参 …
~

棒学

篭

【図4－11Sumurun,1920.アラビアのあ
る集落を訪れた旅芸人の踊子（ボーラ・

ネグリ）が露出の多い衣装を着て踊る。

【図4-2】彼女を見初めた族長のハーレ

ムにスカウトされ、喜ぶ踊子。
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谷崎潤一郎映画を夢む

団
が
所
蔵
す
る
資
料
を
活
用
し
て
い
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
予
防
の
た
め
利
用
制
限
が
設
け
ら
れ
、
い
か
に
効
率
よ
く

資
料
を
入
手
す
る
か
と
い
う
新
た
な
課
題
が
で
き
ま
し
た
。
ノ
ン

フ
ィ
ル
ム
資
料
は
失
わ
れ
た
映
画
の
全
貌
を
掴
む
た
め
の
貴
重
な
資

料
で
あ
り
、
谷
崎
の
言
説
を
読
解
す
る
手
掛
か
り
に
も
な
り
ま
す
。

｢rLHEo IY幻VIE叩IMB

熟1L

=M

階贋 沖

鈩電 け

Ｊ
呼
砠
Ｑ
・
凹
静

ｕ

ｊ

“

別

冊

~

【図5-1】帰山教正『映画の性的

魅惑』第33図、文久社書房

1928年4月 （ゆまに書房『最尖

端民衆娯楽映画文献資料集』第9

巻、 2006年12月)。

【図5-2】 『キネマ旬報」 1925年

7月11日。

た
と
え
ば
「
青
塚
氏
の
話
」
で
名
が
挙
が
っ
た
「
マ
リ
ー
・
プ
レ
ヴ

オ
ス
ト
」
は
、
当
時
の
雑
誌
や
耆
籍
に
ブ
ロ
マ
イ
ド
が
た
び
た
び
掲

載
さ
れ
｛
図
５
１
１
］
、
表
紙
に
も
選
ば
れ
る
人
気
女
優
だ
っ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
〔
図
５
１
２
－
。

映
画
雑
誌
に
は
大
正
活
映
の
広
告
も
散
見
さ
れ
ま
す
。
〔
図
６
－

は
実
際
に
製
作
さ
れ
た
映
画
と
、
計
画
倒
れ
し
た
映
画
が
混
在
し
て

宣
伝
さ
れ
て
い
る
不
思
議
な
広
告
で
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
谷
崎
潤

一
郎
と
い
う
作
家
名
が
宣
伝
文
句
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
こ
の
う
ち
「
人
面
疽
」
は
谷
崎
の
映
画
小
説
が
原
作
で
、
詳

し
く
は
後
述
し
ま
す
が
、
映
画
を
題
材
に
し
た
映
画
と
い
う
メ
タ
表

現
を
実
現
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
も
の
の
、
実
現
が
難
し
か
っ
た
の

か
製
作
さ
れ
ず
に
終
わ
り
ま
し
た
。

「
月
の
畷
き
』
は
、
月
の
光
を
浴
び
る
と
殺
人
衝
動
に
駆
ら
れ
る

本
推
骨
山

影
嚢
張
会
全
一

肚
所
所
所

=一勺

【図6】 「活動倶楽部」広告（1921年3 月）
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の
挿
画
を
掲
載
し

て
い
ま
す
〔
図
７
一
．
全
集
等
で
は
図
版
は
削
除
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
一
次
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
で
本
文
と
挿
画
に
よ
っ
て
映
画

を
思
わ
せ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

次
の
『
邪
教
」
は
新
興
宗
教
を
題
材
と
し
、
撮
影
準
備
も
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
が
、
同
時
期
に
大
本
教
事
件
が
起
こ
っ
た
た
め
に
自

（

６

）

粛
を
し
た
か
断
念
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
公
開
さ
れ
た
「
ア
マ
チ
ュ
ア
倶
楽
部
」
『
雛
祭
の
夜
」
『
蛇

（

７

）

性
の
婬
」
の
脚
本
も
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
二
○
年
代

に
多
様
な
映
画
が
作
ら
れ
て
い
く
の
と
同
時
に
、
脚
本
の
価
値
も
認

精
神
疾
患
を
持
っ

た
女
性
を
主
人
公

と
す
る
物
語
で
す

が
、
撮
影
は
さ
れ

ず
に
脚
本
の
み
雑

誌
『
現
代
」
二

九
一
二
年
一
’
二
、

四
月
号
）
に
掲
載

さ
れ
ま
し
た
。
「
現

代
』
は
大
日
本
雄

弁
会
（
現
、
講
談

社
）
の
総
合
雑
誌

で
、
テ
キ
ス
ト
と

併
せ
て
高
畠
華
宵

【図7】 現代」 1921年1月

め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
谷
崎
は
脚
本
を
作
る
際
に
場
面
設
定
や
台

訶
、
字
幕
、
ト
書
き
の
み
な
ら
ず
弓
さ
附
呂
」
（
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ

プ
）
や
弓
邑
①
曰
」
（
フ
ェ
ー
ド
・
イ
ン
）
、
口
房
呂
匡
（
ア
イ
リ

ス
・
ア
ウ
ト
）
な
ど
と
演
出
面
の
指
示
ま
で
書
き
入
れ
、
専
門
的
技

法
の
解
説
文
「
映
画
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
二
九
二
一
年
一
○
月
）
も

発
表
し
て
お
り
、
同
時
代
で
も
突
出
し
て
専
門
知
識
を
有
し
て
い
ま

し
た
。
た
だ
私
淑
す
る
泉
鏡
花
の
短
篇
「
葛
飾
砂
子
」
の
映
画
化
で

は
脚
本
化
は
行
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
映
画
評
論
家
の
淀
川
長
治
に

よ
る
と
、
谷
崎
は
「
鏡
花
先
生
の
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
な
ん
て
、
そ
ん

（

Ｂ

）

な
こ
わ
い
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
話
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
実
際
に

は
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
よ
う
な
形
で
携
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
谷
崎
は
鏡
花
の
幻
想
的
な
世
界
こ
そ
映
画
表
現
に
適
し
て

い
る
と
繰
り
返
し
論
じ
ま
し
た
。
淀
川
を
は
じ
め
実
際
に
映
画
を
観

た
人
々
の
回
顧
を
確
認
す
る
と
、
場
面
の
順
序
を
入
れ
替
え
る
改
変

に
留
め
、
独
特
の
文
体
は
そ
の
ま
ま
字
幕
と
し
て
採
用
す
る
な
ど
し

て
鏡
花
の
世
界
観
を
生
か
そ
う
と
し
た
痕
跡
が
窺
え
ま
す
。
鏡
花
は

過
去
に
映
画
会
社
か
ら
不
当
な
扱
い
を
受
け
た
り
、
映
像
が
美
し
く

な
い
と
不
快
に
思
っ
た
経
験
か
ら
自
作
の
映
画
化
に
懐
疑
的
だ
っ
た

一
方
で
、
映
画
『
葛
飾
砂
子
』
は
称
賛
し
て
フ
ィ
ル
ム
が
失
わ
れ
た

（

９

）

こ
と
を
惜
し
ん
で
い
ま
す
。
「
葛
飾
砂
子
』
の
ス
チ
ー
ル
は
数
種
類

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
映
画
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る

田
中
純
一
郎
の
遺
贈
資
料
（
群
馬
県
太
田
市
立
新
田
図
書
館
）
を
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
『
葛
飾
砂
子
』
の
一
場
面
だ
と
思
わ
れ
る
ス
チ
ー

（

Ⅲ

）

ル
を
発
見
し
ま
し
た
。
異
な
る
タ
イ
ト
ル
で
保
管
さ
れ
て
い
た
め
に
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看
過
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
実
地
調
査
で
こ
そ
手
に
入
る
資
料
が

映
画
界
隈
で
は
と
て
も
多
く
、
醍
醐
味
だ
と
い
え
ま
す
。
私
は
文
学

研
究
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
映
画
研
究
か
ら
得
た
学
び
や
発
見
が
非

常
に
多
く
、
領
域
を
越
え
た
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
論
を

相
対
化
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
映
画
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
谷
崎
が
繰
り
返

し
説
い
た
の
は
、
映
画
と
い
う
表
象
の
世
界
と
現
実
界
が
す
り
替
わ

る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩
壊
と
、
そ
れ

に
対
す
る
恐
怖
、
一
方
で
は
快
楽
の
様
相
で
し
た
。
以
下
、
谷
崎
が

映
画
小
説
に
描
き
こ
ん
だ
越
境
の
様
相
を
確
認
し
ま
す
。

は
じ
め
の
映
画
小
説
「
人
面
疽
」
（
一
九
一
八
年
三
月
）
で
は
小

説
中
に
映
画
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
挿
入
さ
れ
、
今
で
い
う
映
画
「
リ
ン

グ
」
シ
リ
ー
ズ
よ
ろ
し
く
、
謎
の
洋
画
「
人
間
の
顔
を
持
っ
た
腫
物
」

（
邦
題
『
執
念
」
）
に
現
れ
た
、
女
性
の
身
体
に
寄
生
し
た
人
面
疽
の

イ
メ
ー
ジ
が
目
撃
し
た
人
間
の
心
身
を
揺
る
が
し
て
い
く
と
い
う
越

境
が
描
か
れ
ま
す
。
そ
の
人
面
疽
は
美
し
い
華
魁
に
鰯
さ
れ
自
殺
し

た
青
年
が
化
け
た
も
の
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
人
と
結
ば
れ
た
彼
女
を

人
面
疽
が
じ
わ
じ
わ
と
蝕
み
、
つ
い
に
自
殺
に
追
い
込
む
場
面
で
、

無
声
映
画
と
し
て
あ
り
得
な
い
現
象
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
の
で
す

じ
っ
と
静
か
に
注
意
を
凝
ら
し
て
視
詰
め
て
居
る
と
、
大
概
の

三
薑
け
ゆ
く
境
界

ア
メ
リ
カ
で
作
ら
れ
た
映
画
の
よ
う
だ
が
、
製
作
者
が
わ
か
ら
な
い
。

主
演
は
ア
メ
リ
カ
で
人
気
を
得
て
い
た
日
本
人
女
優
だ
が
出
演
し
た

記
憶
が
な
い
。
人
面
痕
に
扮
し
た
男
も
人
間
離
れ
し
て
正
体
が
わ
か

ら
な
い
Ｉ
出
自
不
明
な
恐
る
べ
き
フ
ィ
ル
ム
が
流
通
す
る
こ
と
で
、

安
定
的
で
あ
る
は
ず
の
現
実
が
脅
か
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
作
中

で
は
「
も
し
、
或
る
俳
優
が
、
自
分
の
影
の
現
れ
る
フ
イ
ル
ム
を
、

た
っ
た
一
人
で
動
か
し
て
見
た
ら
、
ど
ん
な
に
変
な
気
持
が
す
る
だ

ら
う
。
定
め
し
、
映
画
に
出
て
来
る
自
分
の
方
が
ほ
ん
た
う
に
生
き

て
居
る
自
分
で
、
暗
闇
に
ィ
ん
で
見
物
し
て
居
る
自
分
は
、
反
対
に

影
で
あ
る
や
う
な
気
が
す
る
に
違
ひ
な
い
」
と
、
む
し
ろ
映
像
の
な

か
の
自
己
こ
そ
が
真
で
あ
る
と
錯
覚
す
る
転
倒
し
た
感
覚
も
言
及
さ

れ
て
い
ま
す
。
怪
奇
読
み
物
で
あ
り
な
が
ら
、
映
側
と
い
う
極
め
て

写
実
的
な
媒
体
が
突
き
付
け
た
自
己
認
識
の
不
確
実
さ
を
説
く
メ

デ
ィ
ア
論
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
テ
ク
ス
ト
で
す
。

続
く
「
ァ
季
ヱ
・
マ
リ
ア
」
は
先
ほ
ど
も
言
及
し
ま
し
た
が
、
妄
想

蒜
は
恐
怖
の
余
り
、
一
時
気
を
失
っ
た
や
う
に
な
る
の
で
す
。

そ
の
場
面
は
あ
な
た
〔
注
ｌ
莱
魁
を
演
じ
た
女
優
〕
の
右
の
脚

の
半
分
を
、
膝
か
ら
爪
の
先
ま
で
大
映
し
に
し
た
も
の
で
、
例

の
膝
頭
に
噴
き
出
て
居
る
腫
物
が
、
最
も
深
刻
な
表
情
を
見
せ

て
、
さ
も
／
～
妄
念
を
晴
ら
し
た
や
う
に
、
唇
を
歪
め
な
が
ら

一
種
独
得
な
、
泣
く
や
う
な
笑
ひ
方
を
す
る
。
ｌ
そ
の
笑
ひ

声
が
、
突
如
と
し
て
極
め
て
微
か
に
、
し
か
し
な
が
ら
極
め
て

た
し
か
に
、
疑
ふ
く
く
も
な
く
聞
え
て
来
る
。
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映
画
は
機
械
で
作
る
夢
だ
と
い
う
言
葉
は
は
じ
め
に
挙
げ
た
「
映
画

癖
を
持
つ
作
家
を
語
り
手
に
し
た
中
篇
で
す
。
彼
が
意
中
の
女
性
を

同
伴
し
て
映
画
を
観
に
行
く
場
面
で
実
在
の
映
画
の
内
容
が
詳
細
に

批
評
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
映
画
内
の
虚
構
イ
メ
ー
ジ
と
自
身
の
記
憶

や
妄
想
が
混
濁
し
て
い
く
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
耽
る
さ
ま
が
描
か
れ
つ

つ
、
そ
の
行
為
の
生
産
性
の
な
さ
を
自
省
す
る
展
開
が
設
定
さ
れ
ま

す
。

私
は
い
つ
も
さ
う
思
っ
て
ゐ
る
、
映
画
と
云
ふ
も
の
は
人
間
が

機
械
の
力
で
作
る
や
う
に
な
っ
た
精
巧
な
夢
だ
と
。
人
は
最
初

に
酒
を
作
り
、
音
楽
を
作
り
、
詩
を
作
り
、
そ
し
て
最
後
に
夢

を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
。
そ
の
機
械
が
出
来
る
ま
で
は

我
々
は
た
ず
め
い
／
、
が
、
自
分
一
人
の
夢
を
持
つ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
そ
れ
が
今
で
は
、
そ
の
機
械
の
お
か
げ
で
多
勢
が
一

つ
所
に
集
ま
っ
て
一
つ
の
夢
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
に

あ
る
も
の
は
此
の
世
の
も
の
、
影
に
過
ぎ
ず
、
さ
て
そ
の
無
数

の
影
ど
も
は
そ
の
ま
薊
見
る
人
の
頭
に
巣
喰
っ
て
、
そ
こ
で
再

び
他
の
い
る
ノ
＼
な
影
ど
も
と
交
錯
し
、
妄
想
の
中
で
又
新
た

な
る
夢
を
育
む
。
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
っ
て
し
ま
ふ
。
私
の
記
憶
の
国
に
於
い

て
は
お
前
も
ビ
ー
ブ
・
ダ
ニ
エ
ル
も
グ
ロ
リ
ア
・
ス
ワ
ン
ソ
ン

も
私
自
身
も
、
み
ん
な
一
つ
映
画
の
中
に
生
き
て
動
い
て
ゐ
る
⑥

フ
ィ
ル
ム
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
が
分
裂
し
増
殖
す
る
さ
ま
に
見
入
る

場
面
で
、
編
集
を
担
う
者
が
特
権
的
に
体
験
す
る
特
殊
な
映
画
と
の

接
し
方
だ
と
い
え
ま
す
。
ま
た
同
様
に
映
画
監
督
は
長
時
間
を
セ
ッ

ト
の
中
で
過
ご
し
、
衣
装
を
着
た
女
優
と
触
れ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て

雑
感
」
の
記
述
と
共
通
し
、
ほ
ぼ
同
じ
形
で
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
こ

こ
で
谷
崎
は
自
己
引
用
し
つ
つ
、
映
画
を
参
照
テ
キ
ス
ト
と
し
て
挙

げ
な
が
ら
語
り
手
の
心
理
描
写
を
行
う
と
い
う
複
層
的
な
組
み
立
て

を
し
て
い
ま
す
。

次
の
「
肉
塊
」
二
九
二
三
年
一
’
四
月
）
は
映
画
監
督
を
主
人

公
と
し
て
、
人
魚
姫
の
物
語
の
よ
う
な
幻
想
映
画
を
撮
る
と
い
う
ス

ト
ー
リ
ー
を
軸
と
し
つ
つ
、
具
体
的
な
映
画
技
術
や
編
集
の
様
子
な

ど
が
書
き
込
ま
れ
た
貴
重
な
言
説
で
も
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
特
徴

的
な
の
は
、
フ
ィ
ル
ム
と
い
う
映
画
の
基
盤
と
な
る
物
質
に
対
す
る

（

Ⅲ

）

フ
ェ
テ
ィ
ヅ
シ
ュ
が
表
れ
る
点
で
す
。

暗
室
の
奥
に
籠
っ
て
、
そ
ん
な
に
も
細
か
い
、
数
知
れ
ぬ
泡
の

や
う
な
物
の
中
に
あ
る
グ
ラ
ン
ド
レ
ン
〔
注
ｌ
女
優
〕
の
姿
の

連
続
を
視
つ
め
る
こ
と
が
、
彼
に
は
一
つ
の
不
思
議
だ
っ
た
。

赤
い
灯
影
の
明
る
み
に
浮
か
ん
で
ゐ
る
も
の
は
た
だ
そ
の
フ
イ

ル
ム
ば
か
り
で
あ
る
。
上
を
見
て
も
下
を
見
て
も
、
何
処
を
見

て
も
、
悉
く
グ
ラ
ン
ド
レ
ン
の
小
ひ
さ
な
顔
が
あ
る
。
そ
し
て

び
っ
し
ょ
り
と
水
に
濡
れ
て
ゐ
る
の
が
、
さ
な
が
ら
汗
で
も
掻

い
て
ゐ
る
や
う
に
生
々
し
い
。

16



谷崎潤一郎映1由iを夢も

も
映
間
世
界
に
没
入
し
て
い
き
ま
す

女
優
へ
の
欲
望
を
募
ら
せ
た
結
果
、
彼
女
の
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
ば

か
り
に
な
っ
た
映
画
は
評
判
が
悪
く
、
主
人
公
は
芸
術
的
映
画
を
諦

め
て
ポ
ル
ノ
映
川
の
監
督
に
転
向
し
、
辺
境
へ
売
り
込
む
よ
う
に
な

る
。
華
や
か
な
世
界
か
ら
降
り
て
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
へ
潜
っ
て

い
く
と
い
う
結
末
を
迎
え
ま
す
。
つ
ま
り
「
肉
塊
」
で
は
現
実
か
ら

表
象
の
世
界
へ
越
境
し
、
そ
の
快
楽
に
耽
溺
し
て
い
く
、
士
人
公
の
動

態
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
「
肉
塊
」
で
は
、
王
人
公
が
映
画
の
在
り
方
に
対
す
る
思
考
を

巡
ら
せ
、
映
画
的
な
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
世
界
を
捉
え
よ
う
と
す
る

語
り
も
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

劇
の
壯
界
の
外
に
於
て
も
、
彼
女
は
矢
張
り
人
魚
だ
っ
た
。
彼

女
が
初
め
て
女
ら
し
い
媚
び
を
湛
へ
て
、
彼
を
抱
擁
し
よ
う
と

し
た
あ
の
晩
で
す
ら
も
、
プ
リ
ン
ス
の
閨
の
奥
深
く
帳
の
蔭
に

身
を
横
へ
て
ゐ
た
者
は
人
間
の
姿
で
は
な
く
、
腰
か
ら
下
に
銀

の
鱗
を
纒
っ
て
ゐ
た
。
〔
…
…
〕
考
へ
れ
ば
考
へ
る
ほ
ど
、
何

処
ま
で
が
映
画
の
内
の
枇
界
で
あ
り
、
何
処
か
ら
が
映
阿
の
外

の
世
界
で
あ
る
や
ら
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
。
だ
が
、
活
動

写
真
と
云
ふ
も
の
は
さ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
、
そ

れ
ほ
ど
実
生
活
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
が
い
い
の
だ
。

全
体
宇
宙
と
い
ふ
も
の
が
、
此
の
価
の
中
の
凡
べ
て
の
現
象
が
、

こ
こ
に
も
倒
錯
し
た
現
実
認
識
が
表
れ
ま
す
。
こ
の
語
り
に
続
き
、

チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
よ
う
な
名
優
も
本
当
は
性
格
が
悪
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
映
画
に
は
疫
所
だ
け
が
現
れ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
映
画
は

透
明
に
他
背
を
表
象
す
る
技
術
に
見
え
ま
す
が
、
観
客
が
知
る
こ
と

の
で
き
る
の
は
写
し
取
ら
れ
編
集
さ
れ
た
部
分
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

本
質
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
表
象
に
溺
れ
る
自
己
本
位
的
な
態
度
で
は

あ
り
な
が
ら
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
距
離
感
を
考
え
さ
せ
る
言
説
で
す
。

さ
て
再
び
望
月
塚
氏
の
話
」
を
取
り
ｋ
げ
ま
す
。
こ
れ
が
大
正
期

の
連
続
的
な
映
画
小
説
の
最
後
の
作
品
に
な
り
ま
す
。
女
優
深
町
由

良
子
の
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
が
、
彼
女
の
夫
で
あ
る
映
画
監
督
に
、
自

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

て
行
く
が
、
過
去
は
何
処
か
に
巻
き
収
め
ら
れ
て
残
っ
て
ゐ
る

ん
ぢ
や
な
い
だ
ら
う
か
？
だ
か
ら
此
処
に
ゐ
る
己
た
ち
は
頂

き
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
ゃ
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
？
己
た
ち
の
見
る
夢
だ
と
か
空
想
だ
と
か
い

ふ
も
の
も
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
過
去
の
フ
イ
ル
ム
が
頭
の
中
へ

光
を
投
げ
る
の
で
、
決
し
て
単
な
る
幻
で
は
な
い
の
だ
。
矢
張

り
先
の
出
と
か
、
子
供
の
時
分
と
か
に
、
一
度
何
処
か
で
見
た

こ
と
の
あ
る
物
の
本
体
が
影
を
見
せ
る
の
だ
。
〔
・
…
．
．
〕
映
画

と
い
ふ
も
の
は
頭
の
中
で
見
る
代
り
に
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
上
へ

映
し
て
見
る
夢
な
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
夢
の
方
が
実
は
本
物
の

世
界
な
ん
だ
。
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フ
ィ
ル
ム
に
記
録
さ
れ
た
姿
こ
そ
が
こ
の
世
で
最
も
イ
デ
ア
に
近
い

存
在
で
あ
る
Ｉ
現
実
を
生
き
る
〈
中
の
人
〉
で
は
な
く
複
製
の
彼

女
こ
そ
至
高
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
つ
め
る
快
楽
で
は
飽
き
足
ら
ず
、

フ
ィ
ル
ム
に
写
っ
た
彼
女
の
情
報
を
分
析
し
て
ラ
ブ
・
ド
ー
ル
を
作

り
上
げ
る
ｌ
熱
情
の
ベ
ク
ト
ル
は
女
優
本
人
に
向
か
わ
な
い
と
い

う
逆
説
的
な
価
値
観
が
表
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
映
画
小
説
で
は
現
実
界
に
侵
食
し
て
く
る
映
像
の
魔
力

分
の
方
が
彼
女
を
愛
し
て
い
る
と
挑
発
し
議
論
を
仕
掛
け
て
い
く
と

い
う
筋
で
す
。
フ
ァ
ン
の
男
は
以
下
の
よ
う
な
説
を
論
じ
て
み
せ
ま

す
。

斯
う
云
ふ
こ
と
が
云
へ
な
い
だ
ら
う
か
、
Ｉ
フ
イ
ル
ム
の
中

の
由
良
子
嬢
こ
そ
実
体
で
あ
っ
て
、
君
の
女
房
は
却
っ
て
そ
れ

の
影
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
？
〔
…
・
・
・
〕
あ
の
舞
姫
や
お
転
婆

令
嬢
は
、
自
分
の
監
督
や
女
房
の
演
技
が
生
ん
だ
の
で
は
な
く
、

始
め
か
ら
あ
の
フ
イ
ル
ム
の
中
に
生
き
て
ゐ
た
の
だ
。
そ
れ
は

自
分
の
女
房
と
は
違
っ
た
、
或
る
永
久
な
二
人
の
女
性
』
だ
。

〔
…
…
〕
君
の
女
房
は
歳
を
取
る
だ
ら
う
が
、
僕
の
方
の
は
、

、

、

、

た
と
へ
フ
イ
ル
ム
は
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
て
も
、
今
で
は
永
久
に

頭
の
中
に
生
き
て
ゐ
る
の
だ
。
つ
ま
り
ほ
ん
た
う
の
由
良
子
嬢

と
云
ふ
も
の
、
Ｉ
彼
女
の
実
体
は
僕
の
脳
裡
に
住
ん
で
ゐ
る

ん
だ
よ
。
映
画
の
中
の
は
そ
の
幻
影
で
、
君
の
女
房
は
又
そ
の

幻
影
だ
と
云
ふ
訳
な
ん
だ
よ
。

そ
の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
「
夢
」
と
形
容
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の

映
側
小
説
の
延
長
上
で
読
む
な
ら
ば
、
佐
助
は
視
力
を
失
う
か
わ
り

と
そ
れ
に
対
す
る
快
惚
や
、
表
象
に
没
入
す
る
こ
と
で
幻
想
と
現
実

の
狭
間
で
宙
づ
り
に
な
る
主
体
と
そ
の
危
う
さ
が
問
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
昭
和
初
期
の
谷
崎
は
映
画
か
ら
離
れ
、
関
西
の
風
土
や
古
典
的

な
世
界
を
題
材
に
し
た
物
語
を
紡
い
で
い
き
ま
す
が
、
代
表
作
と
い

え
る
「
春
琴
抄
」
は
盲
目
と
い
う
視
覚
性
の
対
極
に
あ
る
よ
う
な
題

材
を
主
題
に
し
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
同
様
の
問
題
性
を
内
包
し

て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
火
傷
を
負
っ
た
美
貌
の

主
人
、
な
お
か
つ
恋
人
で
あ
る
春
琴
の
た
め
に
、
従
者
の
佐
助
は
自

ら
の
目
を
潰
し
顔
を
見
な
い
よ
う
に
し
て
一
生
傍
で
支
え
る
と
い
う
、

あ
る
種
の
美
談
と
し
て
繰
り
返
し
舞
台
化
・
映
画
化
さ
れ
、
メ
ロ
ド

ラ
マ
的
に
消
費
さ
れ
て
き
た
物
語
で
す
。
た
だ
作
中
で
は
佐
助
が
月

を
潰
す
こ
と
で
、
逆
に
記
憶
の
な
か
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
信
じ
る
こ

と
に
成
功
し
た
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

め
し
ひ
の
佐
助
は
現
実
に
眼
を
閉
ぢ
永
劫
不
変
の
観
念
境
へ
飛

躍
し
た
の
で
あ
る
彼
の
視
野
に
は
過
去
の
記
憶
の
世
界
だ
け
が

あ
る
〔
…
…
〕
人
は
記
憶
を
失
は
い
限
り
故
人
を
夢
に
見
る
こ

と
が
出
来
る
が
生
き
て
ゐ
る
相
手
を
夢
で
の
み
見
て
ゐ
た
佐
助

の
や
う
な
場
合
に
は
い
つ
死
別
れ
た
と
も
は
っ
き
り
し
た
時
は

指
せ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
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に
、
水
遠
に
美
し
い
ま
ま
留
め
ら
れ
、
、
王
観
的
に
構
築
さ
れ
た
春
琴
の

イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
手
に
入
れ
た
、
独
善
的
な
映
画
監
督
か
つ
観
客
で

あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
過
去
」
と
「
記
憶
」
も
ま
た
、
谷
崎
が
映
画
を
語
る
際
の
鍵
語

で
す
。
こ
れ
は
大
正
・
昭
和
初
期
の
知
識
人
の
間
で
ブ
ー
ム
と
な
っ

た
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
に
通
じ
ま
す
。
記
憶
は
失
わ
れ
ず

に
す
べ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
人
が
見
る

夢
は
記
憶
を
材
料
に
再
生
さ
れ
る
像
で
あ
る
と
も
論
じ
て
い
ま
す
。

（

昭

〉

谷
崎
は
こ
の
論
説
を
翻
訳
し
て
お
り
（
「
夢
」
一
九
一
五
年
一
○
月
）
、

示
唆
を
受
け
た
た
め
に
、
か
つ
て
．
あ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
保
管
し
再

生
す
る
装
置
で
あ
る
映
画
を
「
夢
」
ｌ
「
単
な
る
幻
で
は
な
い
」

（
前
掲
「
肉
塊
」
）
、
確
か
に
現
実
と
の
紐
帯
を
持
つ
も
の
Ｉ
と
書

え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
哲
学
者
ジ

ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
っ
て
映
画
理
論
に
応
用
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、

谷
崎
も
同
様
の
試
み
を
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
言
説
を
映
画

理
論
史
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
き
ま
す
。

さ
て
「
春
琴
抄
」
は
小
説
発
表
の
二
年
後
に
、
松
竹
の
島
津
保
次

郎
監
督
に
よ
っ
て
田
中
絹
代
を
主
演
に
迎
え
て
映
画
化
さ
れ
ま
し
た

が
、
谷
崎
は
あ
ま
り
歓
迎
せ
ず
、
自
分
な
ら
ば
「
目
を
突
い
て
盲
目

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
佐
助
を
通
じ
て
、
春
琴
を
幻
想
の
世
界

に
う
つ
く
し
く
描
き
、
そ
れ
と
現
実
の
世
界
と
を
交
錯
さ
せ
て
話
を

す
、
め
て
行
く
」
と
い
う
提
案
を
し
て
い
ま
す
（
「
映
画
へ
の
感
想

ｌ
「
春
琴
抄
」
映
画
化
に
際
し
て
」
一
九
三
五
年
四
月
）
。
昭
和

に
至
り
題
材
が
変
化
し
て
も
、
谷
崎
の
ト
ラ
ン
ス
嗜
好
が
継
続
し
て

い
る
様
子
が
窺
え
ま
す
。

一
九
五
四
年
に
大
映
で
伊
藤
大
輔
監
督
に
よ
っ
て
映
凹
化
さ
れ
た

際
に
は
京
マ
チ
子
が
春
琴
を
演
じ
ま
し
た
。
晩
年
の
谷
崎
は
そ
の
姿

を
「
自
分
が
夢
に
描
い
て
ゐ
た
幻
影
そ
の
ま
、
」
だ
っ
た
と
評
し
て

い
ま
す
弓
女
優
さ
ん
と
私
」
一
九
六
一
年
一
○
月
）
。
彼
女
の
琶
場

を
も
っ
て
、
つ
い
に
「
夢
」
と
現
実
が
一
致
し
た
わ
け
で
す
。
肉
体

的
魅
力
と
幅
広
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
演
じ
分
け
る
力
を
持
っ
た
京
マ

チ
子
は
複
数
の
主
演
作
で
国
際
的
な
賞
を
受
賞
し
て
グ
ラ
ン
プ
リ
女

優
と
評
さ
れ
ま
し
た
。
谷
崎
作
品
の
映
画
化
で
も
『
痴
人
の
愛
實
木

村
恵
吾
、
一
九
四
九
年
）
や
『
細
雪
』
（
島
耕
二
、
一
九
五
九
年
）
、
「
鍵
」

（
市
川
崖
、
一
九
五
九
年
）
な
ど
複
数
の
作
品
で
主
演
を
務
め
て
い

ま
す
。
た
だ
し
映
画
化
に
際
し
て
原
作
が
改
変
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
目

立
ち
、
今
後
の
研
究
で
は
戦
後
映
画
界
に
お
い
て
谷
崎
作
雌
が
い
か

に
解
釈
さ
れ
、
制
約
の
な
か
で
映
画
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
文
学
か

ら
映
画
へ
と
い
う
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
調
杏
す
る
予
定

で
す
。昭

和
初
期
の
谷
崎
は
映
画
と
距
離
を
置
い
て
い
ま
す
が
、
戦
後
に

は
作
品
の
映
画
化
が
多
数
行
わ
れ
、
映
凹
関
係
背
と
も
交
流
を
深
め
、

余
暇
に
映
画
鑑
賞
へ
出
か
け
る
機
会
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一
九

五
五
年
一
一
月
に
は
久
々
に
映
画
を
語
る
小
説
「
過
酸
化
マ
ン
ガ
ン

水
の
夢
」
も
発
表
し
て
い
ま
す
。
帯
崎
自
身
と
思
わ
れ
る
老
人
が
、

ス
リ
ラ
ー
映
画
「
悪
魔
の
よ
う
な
女
」
（
一
九
五
五
年
）
を
観
た
Ｈ

の
深
夜
に
睡
眠
薬
を
服
用
し
て
眠
り
に
つ
く
前
の
「
半
醒
半
睡
」
状

態
を
楽
し
む
な
か
で
、
映
画
に
表
れ
た
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
と
他
の
記
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さ
ら
に
水
洗
便
器
に
浮
か
ぶ
「
排
撒
物
」
が
、
朝
食
に
食
べ
た
レ
ッ

ド
ビ
ー
ッ
の
色
を
彦
ま
せ
「
周
辺
の
水
を
淡
い
過
酸
化
マ
ン
ガ
ン
水

の
や
う
に
染
め
る
」
。
そ
れ
は
「
人
間
の
顔
に
見
え
〔
…
：
．
〕
シ
モ
ー

ン
・
シ
ニ
ョ
レ
の
悪
魔
的
な
風
貌
」
に
な
り
「
紅
い
溶
液
の
中
か
ら

憶
が
混
濁
し
て
い
く
ｌ
生
成
変
化
し
て
い
く
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

的
イ
メ
ー
ジ
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

最
初
は
半
ば
意
識
し
な
が
ら
さ
ま
入
＼
な
幻
想
が
泡
の
や
う
に

結
ぼ
れ
て
は
淌
え
る
の
を
楽
し
ん
で
ゐ
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か

そ
れ
が
本
当
の
夢
に
つ
な
が
っ
て
行
く
。
あ
、
、
こ
れ
か
ら
夢

に
な
る
ん
だ
な
と
云
ふ
半
意
識
状
態
の
ま
、
で
夢
を
見
て
ゐ
る
。

フ
ロ
イ
ド
の
「
夢
判
断
」
な
ど
に
は
ど
ん
な
風
に
説
明
し
て
あ

る
か
、
又
一
般
の
人
は
ど
う
で
あ
る
か
知
ら
な
い
が
、
予
は
或

る
程
度
ま
で
は
自
分
で
自
分
の
夢
を
予
覚
し
、
時
に
は
支
配
す

る
こ
と
さ
へ
も
出
来
る
や
う
な
気
が
す
る
。
〔
…
：
。
〕
鰐
の
真

っ
向
な
肉
か
ら
、
浴
槽
の
中
で
体
ぢ
ゆ
う
の
彼
方
此
方
を
洗
っ

て
ゐ
た
春
川
ま
す
み
〔
注
ｌ
女
優
〕
の
連
想
が
浮
か
ぶ
。
〔
…
…
〕

い
つ
の
間
に
か
〔
注
ｌ
「
悪
魔
の
よ
う
な
女
』
の
〕
ド
ラ
サ
ー

ル
学
園
の
校
長
ミ
シ
エ
ル
が
浴
槽
に
ゐ
る
。
シ
モ
ー
ン
・
シ
ニ

ョ
レ
の
情
婦
が
ミ
シ
エ
ル
を
水
中
に
押
し
込
ん
で
ゐ
る
。
ミ
シ

エ
ル
は
も
う
死
ん
で
ゐ
る
。
滞
れ
た
髪
の
毛
が
ぺ
っ
た
り
と
額

か
ら
眼
の
上
に
蔽
ひ
か
ぶ
さ
り
、
そ
の
毛
の
間
か
ら
吊
り
上
っ

た
大
き
な
死
人
の
眼
球
が
見
え
る
。

谷
崎
は
小
説
を
作
る
際
、
必
ず
創
作
ノ
ー
ト
に
構
想
を
し
た
た
め

て
い
ま
し
た
。
一
九
五
三
年
か
ら
五
五
年
に
わ
た
り
使
用
し
た
ノ
ー

ね

ト
「
子
」
で
は
「
影
（
小
説
も
し
く
は
映
画
台
本
こ
と
い
う
作
品

案
が
練
ら
れ
て
お
り
、
現
代
的
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
題
材
に
通
じ

る
も
の
と
し
て
興
味
深
く
読
ま
れ
ま
す
。
女
性
Ａ
と
男
性
Ｂ
の
物
語

で
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
も
倒
錯
的
な
性
愛
の
模
様
が
主
題
化

し
ま
す
。
「
影
が
抜
け
出
し
て
別
の
人
物
に
な
り
動
き
出
」
し
た
「
Ⅳ
」

の
彼
女
は
「
Ａ
と
形
骸
は
全
く
同
じ
で
性
質
は
全
反
対
」
で
あ
る
。

「
Ｂ
は
Ａ
の
形
体
を
恋
し
て
ゐ
る
、
そ
し
て
Ａ
の
ほ
ん
た
う
の
性
質

は
Ｎ
の
や
う
な
女
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ひ
、
且
そ
れ
を
望
で
ゐ
る
」

Ｉ
少
し
飛
ん
で
、
呼
称
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
以
下
の
メ
モ
も

み
ら
れ
ま
す
。

予
を
睨
ん
で
ゐ
る
」
ｃ
顔
は
「
粘
土
」
の
よ
う
に
形
を
変
え
「
ギ
リ

シ
ヤ
彫
刻
の
ト
ル
ソ
ー
」
と
な
り
、
さ
ら
に
四
肢
を
も
が
れ
た
「
人

鐡
」
に
変
じ
て
い
く
ｌ
表
象
の
イ
メ
ー
ジ
が
混
濁
す
る
幻
想
的
な

ト
ラ
ン
ス
感
覚
の
中
で
も
、
次
に
来
る
だ
ろ
う
映
像
を
期
待
す
る
自

我
は
残
っ
て
い
る
。
「
半
醒
半
睡
」
の
境
地
に
お
い
て
映
像
的
刺
激

に
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
酔
う
心
地
は
初
期
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で

す
が
、
語
り
手
は
も
は
や
映
画
装
置
を
も
必
要
と
し
な
い
自
家
発
電

的
な
人
間
と
化
し
て
い
く
の
で
す
。

お
わ
り
に

20



谷崎潤一郎映画を夢む

現
代
で
い
う
〈
二
次
元
〉
の
世
界
や
そ
れ
に
対
す
る
欲
望
を
先
取
り

す
る
よ
う
で
す
。
ま
た
飛
ん
で
「
映
画
で
一
人
二
役
を
映
ず
る
女
優

が
、
実
際
に
自
分
に
そ
っ
く
り
の
女
に
出
会
ふ
。
（
影
ご
と
続
き
、

か
つ
て
の
映
画
小
説
で
み
ら
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
が

再
び
語
ら
れ
ま
す
。
そ
の
う
え
、
男
女
が
二
○
歳
ご
ろ
に
愛
し
合
っ

た
姿
を
映
画
に
記
録
し
て
お
き
、
四
○
年
後
に
そ
れ
を
見
て
再
び
愛

し
合
う
と
い
う
、
映
像
が
活
性
化
す
る
老
年
の
性
愛
に
も
言
及
し
て

い
ま
す
。
ノ
ー
ト
に
は
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
技
術
に
関
す
る
新
聞

記
事
も
貼
ら
れ
て
お
り
、
「
攻
殻
機
動
隊
』
や
「
新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン

ゲ
リ
オ
ン
」
の
よ
う
な
物
語
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
と
思
わ
せ
ら

れ
ま
す
。
構
想
に
留
ま
り
作
品
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
深
掘
り
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
老
い
て
な
お
激
化
す
る
映
画
的
想
像
力
を
窺
わ
せ
る

と
と
も
に
、
現
実
を
超
越
し
て
表
象
の
世
界
に
辿
り
着
く
た
め
に
科

学
技
術
を
求
め
た
こ
と
を
示
す
言
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
ま
す
。
映
画

も
ま
た
「
夢
」
の
ご
と
き
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
の
装
置
で
あ

り
、
最
新
技
術
に
対
し
て
つ
ね
に
負
欲
で
あ
っ
た
谷
崎
の
姿
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

谷
崎
に
と
っ
て
映
画
は
た
だ
鑑
賞
す
る
だ
け
の
距
離
感
の
あ
る
イ

Ａ
な
る
男
、
自
分
一
人
で
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
や
う
な
作
り
方
で
映

画
を
作
り
、
自
分
の
愛
ス
ル
女
を
創
作
し
て
そ
の
映
画
の
中
で

動
か
す
、
そ
し
て
自
分
に
そ
っ
く
り
の
男
を
作
り
そ
の
女
と
同

棲
さ
せ
る
、
し
ま
ひ
に
Ａ
は
映
画
巾
の
八
と
合
体
し
て
し
ま
ひ

映
画
以
外
に
は
Ａ
と
云
ふ
人
物
が
ゐ
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ

社
会
構
造
や
思
想
が
大
き
く
変
化
し
ゆ
く
二
○
枇
紀
前
半
の
日
本
に

お
い
て
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
可
能
世
界
と
現
実
を
繋
ぐ
メ
デ
ィ
ア

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
長
き
に
わ
た
り
谷
崎
は
映
画
を
夢
見
つ
づ
け

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
く
つ
も
の
境
界
を
越
え
て
自
己
の
表
現
を
追
究
し
た
谷
崎
に
続

き
、
私
自
身
も
ポ
リ
バ
レ
ン
ト
な
研
究
者
を
目
指
し
て
課
題
を
究
め

て
い
き
た
い
と
強
く
思
い
ま
す
。

》
王

、

、

ク

ィ

ヘ

ー

）

メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
現
実
界
に
侵
食
し
う
る
胱
惚
的
で
越
境
的
な
メ

デ
ィ
ア
で
し
た
。
一
九
五
二
年
に
三
○
周
年
を
迎
え
た
映
画
世
界
社

へ
、
谷
崎
は
以
下
の
よ
う
な
歌
を
贈
っ
て
い
ま
す
。

（
２
）

~
へ

。~
空
蝉
の
世
は
夢
に
し
て
写
絵
の
ゆ
め
は
う
つ
つ
に
猶
ま
さ
り
け

り
『
谷
崎
万
華
鏡
谷
崎
潤
一
郎
マ
ン
ガ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
中
央
公
論
新
社
、

二
○
一
六
年
二
川
。
中
公
文
庫
「
谷
崎
マ
ン
ガ
変
態
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』

（
二
○
二
一
年
八
Ｈ
）
に
は
、
榎
本
に
よ
る
自
作
解
説
「
青
塚
氏
の
話
の

話
」
が
新
た
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
紅
沢
葉
ｊ
「
モ
ダ
ン
な
作
品
」
、
一
キ
ネ
マ
旬
報
別
冊
日
本
映
画
シ
ナ
リ

オ
占
典
全
集
別
巻
』
一
九
六
六
年
一
○
月
。

拙
稿
「
谷
崎
潤
一
郎
の
映
画
受
容
（
ご
Ｉ
（
六
と
、
『
同
志
社
国
文
学
』

二
○
一
四
年
三
月
’
二
○
一
九
年
三
月
。
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（
４
）
主
な
研
究
言
や
論
文
と
し
て
、
千
葉
伸
夫
『
映
画
と
谷
崎
」
（
青
蛙
房
、

一
九
八
九
年
一
二
月
）
、
千
葉
俊
二
「
谷
崎
潤
一
郎
ｌ
狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ

ム
』
（
小
沢
書
店
、
一
九
九
四
年
六
月
）
、
十
重
田
裕
一
「
建
築
、
映
像
、

都
市
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
ｌ
谷
崎
潤
一
郎
一
秘
密
」
・
〈
闇
〉
と
〈
光
〉

の
物
語
」
二
圃
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
五
年
九
月
）
、
山

中
剛
史
『
谷
崎
潤
一
郎
研
究
ｌ
大
正
期
に
お
け
る
西
洋
芸
術
と
の
か

か
わ
り
を
中
心
に
」
（
博
士
論
文
、
二
○
○
二
年
一
月
）
、
細
江
光
『
谷

崎
潤
一
郎
Ｉ
深
層
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
（
和
泉
書
院
、
二
○
○
四
年
三
月
）
、

坪
井
秀
人
『
感
覚
の
近
代
ｌ
声
・
身
体
・
表
象
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
○
○
六
年
二
月
）
、
明
里
千
章
の
諸
論
考
（
「
人
面
疽
の
攝
き
’
谷

崎
潤
一
郎
が
作
れ
な
か
っ
た
映
画
」
、
「
昭
和
文
学
研
究
』
二
○
○
六
年

九
月
零
）
、
張
栄
順
『
谷
崎
澗
一
郎
と
大
正
期
の
大
衆
文
化
表
象
ｌ
女

性
・
浅
草
・
異
国
』
（
叫
呈
卦
斗
（
語
文
学
社
）
、
二
○
○
八
年
六
月
）
、

千
葉
俊
二
／
ア
ン
ヌ
バ
ャ
ー
ル
・
坂
井
編
「
谷
崎
潤
一
郎
ｌ
境
界
を

超
え
て
」
（
笠
間
書
院
、
二
○
○
九
年
二
月
）
所
収
の
鈴
木
登
美
「
ジ
ェ

ン
ダ
ー
越
境
の
魅
惑
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
美
学
ｌ
谷
崎
初
期
作
品
に
お
け

る
演
劇
的
・
映
阿
的
快
楽
」
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
リ
ジ
リ
ー
「
谷
崎
文
学
に

お
け
る
映
画
的
「
現
実
効
果
」
」
、
五
味
渕
典
桐
「
言
葉
を
食
べ
る
Ｉ

谷
崎
潤
一
郎
、
一
九
二
○
～
一
九
三
二
（
世
織
言
房
、
二
○
○
九
年
一

二
月
）
、
関
札
子
『
女
性
表
象
の
近
代
ｌ
文
学
・
記
憶
・
視
覚
像
』
翰

林
書
房
、
二
○
二
年
五
月
）
、
西
野
厚
志
「
明
視
と
盲
目
、
あ
る
い
は

視
覚
の
二
種
の
混
乱
に
つ
い
て
ｌ
谷
崎
潤
一
郎
の
プ
ラ
ト
ン
受
容
と

そ
の
映
画
的
表
現
」
今
日
本
近
代
文
学
』
二
○
一
三
年
五
月
）
及
び
．
美

し
い
国
の
美
し
い
人
」
ｌ
谷
崎
潤
一
郎
と
京
マ
チ
子
」
（
「
ユ
リ
イ
カ
」

二
○
一
九
年
八
月
）
、
柴
田
希
『
谷
崎
潤
一
郎
と
映
画
Ｉ
映
像
文
化
を

視
座
と
す
る
谷
崎
文
学
の
考
察
』
（
博
士
論
文
、
二
○
一
八
年
三
月
）
等

を
挙
げ
ら
れ
る
。
映
画
研
究
者
で
は
野
崎
歓
『
谷
崎
潤
一
郎
と
異
国
の

言
語
』
（
人
文
書
院
、
二
○
○
三
年
六
月
）
、
藤
木
秀
朗
『
増
殖
す
る
ベ

ル
ソ
ナ
ー
映
画
ス
タ
ー
ダ
ム
の
成
立
と
日
本
近
代
』
（
名
古
屋
大
学
出

版
会
、
二
○
○
七
年
二
月
）
、
四
方
田
犬
彦
『
署
名
は
カ
リ
ガ
リ
ー

大
正
時
代
の
映
画
と
前
衛
主
義
』
（
新
潮
社
、
二
○
一
六
年
二
月
）
等
、

美
学
研
究
の
領
域
で
は
谷
川
渥
「
孤
独
な
窃
視
者
の
夢
想
ｌ
Ｈ
本
近

代
文
学
の
ぞ
き
か
ら
く
り
』
（
月
曜
社
、
二
○
二
一
年
九
月
）
等
が
あ
る
。

拙
著
『
谷
崎
潤
一
郎
と
映
画
の
存
在
論
』
（
水
声
社
、
二
○
二
二
年
刊
行

予
定
）
で
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
映
画
と
い
う
表
象
シ
ス

テ
ム
を
谷
崎
は
い
か
に
捉
え
て
言
説
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
多
角
的
に

検
証
し
た
。
な
お
本
稿
の
内
容
は
拙
著
と
一
部
重
複
す
る
。

（
５
）
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
パ
ラ
ン
プ
セ
ス
ト
ー
第
二
次
の
文
学
」

水
声
社
、
一
九
九
五
年
八
月
。
「
あ
る
テ
ク
ス
ト
は
常
に
別
の
テ
ク
ス
ト

を
隠
し
て
い
る
と
考
え
う
る
の
で
あ
っ
て
、
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
テ
ク

ス
ト
は
新
し
い
テ
ク
ス
ト
（
イ
ベ
ル
テ
ク
ス
ト
）
と
古
い
テ
ク
ス
ト
（
イ

ポ
テ
ク
ス
ト
）
が
重
層
す
る
場
と
し
て
、
「
二
重
の
読
み
」
に
掛
け
ら
れ

う
る
。
こ
れ
は
本
書
末
尾
で
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
言
う
「
関
係
性
の
読
み
」

で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
比
職
的
に
は
「
パ
ラ
ン
プ
セ
ス
ト
的
読
み
」
と
言

え
る
」
（
和
泉
涼
一
「
訳
者
あ
と
が
き
」
）
。

（
６
）
谷
崎
終
平
「
懐
し
き
人
々
ｌ
兄
潤
一
郎
と
そ
の
周
辺
』
文
藝
春
秋
、

一

九

八

九

年

八

月

。

（
７
）
「
ア
マ
チ
ュ
ア
倶
楽
部
」
は
『
活
動
雑
誌
』
一
九
二
一
年
六
’
一
○
月
号
、
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谷崎潤一郎映画を夢も

付
記本

稿
で
引
用
し
た
谷
崎
潤
一
郎
の
文
草
は
「
谷
崎
潤
一
郎
全
集
」
余
二
六
巻

（
中
央
公
論
新
社
、
二
○
一
五
年
五
月
’
二
○
一
七
年
六
月
）
を
底
本
と
し
た
。

漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
、
引
用
者
に
よ
る
補
記
は
〔
〕
で
示
し
、

省
略
箇
所
は
〔
…
…
〕
と
表
記
し
た
。
敬
称
は
す
べ
て
省
略
し
た
。
な
お
本
稿

は
二
○
一
二
年
度
法
政
大
学
国
文
学
会
大
会
で
の
講
演
に
加
筆
修
止
を
施
し
た

も
の
で
あ
る
。
講
演
の
機
会
を
頂
き
、
貴
重
な
ご
意
見
や
ご
助
言
を
お
寄
せ
頂

い
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

「
雛
祭
の
夜
」
は
『
新
演
芸
」
一
九
二
三
年
九
月
号
、
一
九
二
四
年
九
月
号
、

「
蛇
性
の
婬
」
は
「
鈴
の
音
』
一
九
二
二
年
二
’
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
８
）
淀
川
長
治
・
山
田
宏
一
『
映
凹
は
語
る
」
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九

年

囚

Ⅱ

。

（
９
）
対
談
。
問
一
答
録
泉
鏡
花
と
梅
村
蓉
子
」
、
「
映
凹
時
代
』
一
九
二
八

年

一

月

。

（
Ⅷ
）
こ
れ
ら
の
成
果
は
、
拙
稿
「
映
画
「
葛
飾
砂
子
」
を
辿
る
ｌ
失
わ
れ

た
映
画
を
求
め
て
」
二
論
集
泉
鏡
花
第
六
集
」
和
泉
書
院
、
二
○
二
一

年

八

月

）

で

報

告

し

た

。

（
Ⅱ
）
前
掲
、
西
野
厚
志
「
明
視
と
盲
目
、
あ
る
い
は
視
覚
の
二
種
の
混
乱
に

つ

い

て

」

。

（
⑫
）
西
の
冒
一
胃
畠
９
コ
．
陦
記
、
罵
る
巳
．
た
だ
し
谷
崎
訳
は
英
語
版
か
ら
の

重

訳

。

（
さ
と
う
み
お
こ
・
本
学
助
教
）
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