
谷
崎
潤
一
郎
﹁
月
の
囁
き
﹂
考

︱
映
画
を
書
く
／
読
む
行
為
の
諸
相
か
ら

︱

佐

藤

未

央

子

は
じ
め
に

一
年
半
と
い
う
短
い
期
間
な
が
ら
︑
大
正
活
映
︵
以
下
︑
大
活
と
す
る
︶
脚

本
部
顧
問
と
し
て
の
谷
崎
潤
一
郎
は
︑
四
作
の
映
画

︱
﹁
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽

部
﹂︵
大
�
・
11
・
19
︑
有
楽
座
︒
主
演
は
葉
山
三
千
子
︶︑﹁
葛
飾
砂
子
﹂︵
大

�
・
12
・
28
︑
有
楽
座
︒
主
演
は
上
山
珊
瑚
︒
原
作
は
泉
鏡
花
﹁
葛
飾
砂
子
﹂

明
33
・
11
︶︑﹁
雛
祭
の
夜
﹂︵
大
10
・
�
・
30
︑
千
代
田
館
︒
主
演
は
谷
崎
鮎

子
︶︑﹁
蛇
性
の
婬
﹂︵
大
10
・
�
・
�
︑
有
楽
座
︒
主
演
は
紅
沢
葉
子
︑
岡
田

時
彦
︶

︱
を
完
成
さ
せ
た
︒
フ
ィ
ル
ム
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
︑
そ
の
様

相
は
ス
チ
ー
ル
や
脚
本
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
︑
谷
崎
の
映
画
体
験
を
語
る
際

に
も
必
ず
参
照
さ
れ
て
き
た
作
品
群
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
三
つ
︑
断
念
さ
れ
た
映
画
が
あ
る
︒﹁
人
面
疽
﹂︵
主
演
予

定
は
上
山
珊
瑚
︒
原
作
は
谷
崎
﹁
人
面
疽
﹂
大
�
・
�
︒
中
止
理
由
は
不
明
︶︑

﹁
月
の
囁
き
﹂︵
主
演
予
定
は
上
山
珊
瑚
︒
中
止
理
由
は
不
明
︶
︑﹁
邪
教
﹂︵
主

演
予
定
は
上
山
珊
瑚
︑
葉
山
三
千
子
︒
脚
本
不
明
︒
大
本
教
事
件
を
受
け
て
中

止
か
︶
で
あ
る
︒
谷
崎
が
﹁
作
れ
な
か
っ
た
映
画
﹂︵
明
里
千
章
﹁
人
面
疽
の

囁
き
﹂
平
18
・
�①

︶
に
は
︑
理
想
と
限
界
性
の
狭
間
で
彷
徨
す
る
谷
崎
的
映
画

論
が
色
濃
く
表
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
明
里
氏
が
着
目
す
る
よ
う

に
︑
よ
り
精
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑
映
画
撮
影
用
の
書
き
下
ろ
し
脚
本
に
﹁
多
少
手
を
加
へ
て
読
物

に
適
す
る
や
う
に
直
し
﹂
︵﹁
月
の
囁
き
前
書
﹂
大
10
・
�
︶
て
発
表
さ
れ
た

﹁
映
画

劇

月
の
囁
き
﹂
︵
﹁
現
代
﹂
�
︱

�
～
�
︑
�
︑
大
10
・
�
～
�
︑
�
︑
大
日

本
雄
辯
会
︒
初
刊
は
﹃
Ａ
と
Ｂ
の
話
﹄︑
大
10
・
10
・
15
︑
新
潮
社
︒
以
下
︑

﹁
月
の
囁
き
﹂
と
表
記
︶
を
取
り
上
げ
︑
大
正
期
に
映
画
読
み
物
や
脚
本
が
多

数
出
版
さ
れ
︑
映
画
フ
ァ
ン
の
間
で
映
画
を
︿
読
む
﹀
行
為
が
習
慣
化
し
た
現

象
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
︒
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詳
し
く
は
後
述
す
る
が
︑﹁
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹂
は
谷
崎
の
原
作
を
大
活

の
監
督
ト
ー
マ
ス
栗
原
喜
三
郎
が
修
正
し
た
作
品
で
︑
谷
崎
が
独
力
で
書
き
上

げ
た
脚
本
で
は
な
い
︒
一
方
で
﹁
月
の
囁
き
﹂
は
︑﹁
自
己
の
芸
術
を
何
処
迄

も
自
己
の
物
と
し
て
完
全
に
映
画
劇
に
仕
上
げ
ん
が
為
め
に
は
︑︵
略
︶
物
語

を
書
く
よ
り
は
い
き
な
り
シ
ナ
リ
オ
に
書
き
下
す
べ
き
﹂
と
の
考
え
の
下
で
著

さ
れ
た
﹁
神
秘
的
な
悲
劇
﹂
と
し
て
﹁
可
な
り
自
信
の
あ
る
高
級
映
画
の
積

り
﹂
で
︑﹁
斯
う
云
ふ
も
の
に
な
る
と
︑
自
分
で
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
よ
り
外
に

到
底
表
現
の
道
が
な
い
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
﹂
な
が
ら
も
﹁
近
頃
に
な
い
愉
快

さ
を
以
て
筆
を
執
り
つ
ゝ
あ
る
﹂︵﹁
其
の
歓
び
を
感
謝
せ
ざ
る
を
得
な
い
﹂
大

�
・
12
︶
と
い
う
︒
雑
誌
﹁
現
代
﹂
に
発
表
さ
れ
た
際
に
は
︑﹁
読
物
﹂
の
体

に
直
し
た
も
の
の
﹁
元
よ
り
小
説
と
し
て
書
い
た
の
で
は
な
い
か
ら
︑
其
の
積

り
で
読
ん
で
貰
ひ
た
い
︒﹂﹁
か
う
い
ふ
書
方
で
︑
読
者
に
活
動
写
真
を
見
る
や

う
な
気
持
ち
を
与
へ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
︑
そ
れ
も
亦
面
白
い
﹂︵﹁
月
の
囁
き

前
書
﹂︶
と
書
き
添
え
て
い
る
︒
自
選
の
﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄︵
第
十
一
巻
︑

昭
33
・
	
・
10
︑
中
央
公
論
社
︶
に
も
収
録
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
作
者
に
よ
っ

て
一
定
の
評
価
を
与
え
ら
れ
た
作
品
と
し
て
も
よ
り
留
意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

作
家
と
し
て
の
経
験
値
ま
た
力
量
を
基
礎
と
し
て
映
画
独
自
の
領
域
を
構
築

す
る
企
図
こ
そ
︑
脚
本
家
谷
崎
の
仕
事
だ
っ
た
︒
映
画
は
様
々
な
条
件
が
整
わ

ね
ば
完
成
し
な
い
媒
体
で
あ
る
が
︑
脚
本
に
お
い
て
は
あ
る
程
度
ま
で
自
由
に

独
自
の
映
画
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
た
め
︑
谷
崎
の
想
定
す
る
﹁
高

級
映
画
﹂
性
が
発
揮
さ
れ
た
と
仮
定
で
き
る
︒
た
だ
し
脚
本
が
﹁
読
物
﹂
と
し

て
修
正
さ
れ
た
点
に
注
意
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ

れ
ま
で
十
分
な
議
論
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
谷
崎
脚
本
の
分
析
は
︑
谷
崎
の

映
画
製
作
体
験
を
問
い
直
す
の
み
な
ら
ず
︑
言
語
︵
小
説
︶
と
映
像
︵
映
画
︶

相
互
に
渡
る
表
象
行
為
の
可
能
性
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
ろ
う
︒
作
者
に

お
い
て
言
語
で
映
画
を
表
現
す
る
と
は
︑
あ
る
い
は
読
者
に
お
い
て
言
語
で
映

画
を
想
起
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
︒
文
学
／
映
画
︑
両
者
の
往
還
を
め
ぐ

る
考
究
の
一
端
と
し
て
論
じ
て
い
き
た
い
︒

一
．
映
画
を
︿
読
む
﹀

︱
映
画
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
と
脚
本
の
諸
相

明
治
四
十
四
年
に
公
開
さ
れ
爆
発
的
な
人
気
を
得
た
犯
罪
映
画
﹁
ジ
ゴ
マ
﹂

︵
フ
ラ
ン
ス
＝
1
9
1
1
.9
.1
4︑
日
本
＝
1
9
1
1
.1
1
.1
1︑
金
竜
館
︶
は
︑
児
童
へ
の
心

理
的
悪
影
響
に
関
す
る
議
論
を
引
き
起
こ
し
た
が
︑
同
時
期
に
多
数
の
ノ
ベ
ラ

イ
ズ
が
出
版
さ
れ
流
行
し
た
現
象
に
こ
こ
で
は
着
目
し
た
い
︒
永
嶺
重
敏
氏
の

精
査
に
よ
る
と
︑
そ
れ
ら
は
﹁
活
動
写
真
の
場
面
展
開
に
合
わ
せ
る
形
で
︑
本

文
が
構
成
さ
れ
﹂
た
﹁
各
場
面
が
非
常
に
短
く
て
場
面
展
開
が
速
い
︵
略
︶
活

劇
風
の
動
き
の
あ
る
小
説
﹂
で
︑﹁
活
動
写
真
の
代
用
品
と
し
て
読
ま
れ
て
い

た
﹂︵﹃
怪
盗
ジ
ゴ
マ
と
活
動
写
真
の
時
代
﹄
平
18
・
�②

︶︒﹁
ジ
ゴ
マ
﹂
の
他
に

も
多
く
の
映
画
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
が
流
通
し
た
よ
う
で
︑
そ
の
う
ち
早
稲
田
大
学
中

央
図
書
館
に
保
管
さ
れ
た
資
料
の
︑
柴
田
希
氏
に
よ
る
調
査
は
意
義
深
い
︒
柴
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田
氏
は
こ
れ
ら
を
﹁
映
画
物
語
本
﹂
と
総
称
し
︑﹁
原
作
あ
る
い
は
映
画
の
ノ

ベ
ラ
イ
ズ
﹂︑﹁
映
画
と
原
作
の
内
容
を
組
み
合
わ
せ
物
語
を
補
完
﹂︑﹁
設
定
だ

け
借
り
て
二
次
創
作
を
行
う
﹂
な
ど
の
性
格
を
明
ら
め
︑﹁
懐
中
活
動
写
真
﹂

と
呼
ば
れ
た
﹁
映
画
物
語
本
﹂
は
︑﹁
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
枠
組
み
を
越
え

て
︑
映
画
と
小
説
の
異
種
混
交

ハ

イ

ブ

リ

ッ

ド

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
﹂︵﹁
映
画

と
小
説
の
異
種
混
交

ハ

イ

ブ

リ

ッ

ド

メ
デ
ィ
ア
﹂
平
25
・
�③

︶
状
況
を
指
摘
し
た
︒
こ
れ
ら
は

日
本
に
お
け
る
活
字
︱

映
像
の
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
先
達
で
あ
り
︑
活

字
で
映
画
の
物
語
を
読
む
︑
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
す
る
行
為
を
も
可
能
に
し
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

単
行
本
だ
け
で
は
な
く
︑
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
は
諸
雑
誌
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

例
え
ば
﹁
活
動
画
報
﹂
に
つ
い
て
岩
本
憲
児
氏
は
︑
映
画
の
ス
チ
ー
ル
と
ス
ト

ー
リ
ー
を
併
せ
て
掲
載
す
る
﹁
視
覚
性
と
読
物
性
﹂︵﹁
雑
誌
﹃
活
動
画
報
﹄
解

説
﹂
平
�
・
�④

︶
に
特
色
を
見
出
す
︒
鑑
賞
前
後
に
内
容
を
把
握
し
︑
批
評
の

土
台
と
す
る
機
能
を
有
し
た
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
﹁
月
の
囁
き
﹂
を
掲
載
し
た
総

合
雑
誌
﹁
現
代
﹂
大
正
九
年
十
一
月
号
に
は
︑
大
活
が
提
供
し
た
映
画
﹁
新
カ

ル
メ
ン
﹂︵
ア
メ
リ
カ
＝
1
9
2
0
.4
.4︑
日
本
＝
1
9
2
0
.9
.1︑
帝
国
劇
場
︶
の
ノ
ベ

ラ
イ
ズ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
現
代
﹂
は
﹁
読
物
﹂
と
し
て

﹁
月
の
囁
き
﹂
を
掲
載
す
る
土
壌
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
映
画
物
語

本
﹂
の
流
行
や
︑
映
画
誌
に
加
え
て
総
合
雑
誌
に
も
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
が
掲
載
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
︑
言
語
に
よ
っ
て
映
画
を
表
記
／
想
起
す
る
習
慣
が
大
正
期
に

お
い
て
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
事
実
を
示
そ
う
︒

次
に
︑
も
う
一
つ
の
活
字
に
よ
る
映
画
表
現
で
あ
る
脚
本
の
様
相
を
︑
そ
の

発
端
か
ら
見
て
い
く
︒
初
期
日
本
映
画
界
は
講
談
や
草
双
紙
に
着
想
を
得
た
よ

う
な
単
純
な
筋
の
映
画
が
乱
造
さ
れ
る
状
況
で
︑
そ
の
物
語
性
に
し
ば
し
ば
苦

言
が
呈
さ
れ
た
︒
た
だ
し
当
時
の
︑
商
業
主
義
に
傾
斜
し
た
映
画
界
で
は
﹁
碌

に
脚
本
を
練
っ
て
い
る
ひ
ま
が
な
﹂
く
︑
脚
本
は
﹁
監
督
の
メ
モ
の
ご
と
き
も

の
﹂︵
岸
松
雄
﹃
日
本
シ
ナ
リ
オ
大
系
﹄﹁
解
説
﹂
昭
48
・
10⑤
︶
に
過
ぎ
な
か
っ

た
︒
質
の
低
い
映
画
が
量
産
さ
れ
る
状
況
に
異
議
を
申
し
立
て
︑
映
画
を
︿
芸

術
﹀
化
す
べ
く
動
き
出
し
た
の
が
︑
映
画
史
的
に
は
︿
純
映
画
劇
運
動
﹀
と
呼

び
習
わ
さ
れ
る
尖
鋭
の
企
図
で
あ
る
︒
大
正
九
年
に
大
活
に
入
社
し
た
谷
崎
の

映
画
製
作
も
こ
の
枠
組
み
の
中
で
捉
え
ら
れ
︑
谷
崎
は
映
画
の
﹁
本
質
が
完
全

に
表
現
さ
れ
て
居
な
い
﹂
の
は
﹁
脚
本
と
場
景

シ

イ

ン

の
採
り
方
の
不
完
全
﹂
の
た
め

で
︑﹁
筋
書
の
改
良
︑
場
景

シ

イ

ン

の
選
び
方
に
対
す
る
作
者
及
び
技
師
の
覚
醒
﹂

︵﹁
改
造
を
要
す
る
日
本
の
活
動
写
真
﹂
大
�
・
	
・
�⑥

︶
の
必
要
性
を
説
き
︑

プ
ロ
ッ
ト
を
﹁
人
間
味
の
あ
る
話
︑
現
代
生
活
と
密
接
な
関
係
あ
る
話
に
書
き

替
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
﹂︵﹁
日
本
の
活
動
写
真
﹂
大
10
・
�
︶
と
力
説
し
た
︒
作

家
と
し
て
培
っ
た
能
力
を
大
活
は
谷
崎
に
求
め
て
お
り
︑
両
者
の
結
び
つ
き
も

映
像
と
活
字
が
交
差
し
た
一
例
と
し
て
映
画
／
文
学
史
に
刻
ま
れ
て
い
る
︒

一
方
で
︑
欧
米
の
映
画
技
術
や
理
論
を
学
ん
だ
映
画
批
評
家
の
帰
山
教
正
は
︑

映
画
専
門
書
の
嚆
矢
と
し
て
意
義
深
い
﹃
活
動
写
真
劇
の
創
作
と
撮
影
法
﹄
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︵
大
�
・
�⑦

︶
で
︑
製
作
陣
が
連
携
し
合
い
﹁
活
動
写
真
が
有
す
る
総
て
の
範

囲
﹂
つ
ま
り
﹁
形
態
︑
動
作
︑
限
定
さ
れ
た
る
色
彩
等
﹂
を
﹁
応
用
﹂
し
て
こ

そ
﹁
価
値
﹂
が
発
揮
さ
れ
る
と
︑
新
た
な
映
画
の
あ
り
方
を
提
唱
す
る
︒
脚
本

に
つ
い
て
は
﹁
芝
居
の
形
式
と
は
大
分
異
﹂
な
る
た
め
﹁
無
言
劇
﹂
ま
た
﹁
活

動
写
真
画
と
し
て
の
価
値
︑
活
動
写
真
画
と
し
て
の
場
面
及
び
其
色
調
︑
配
合

上
の
価
値
︑
並
に
タ
イ
ト
ル
の
考
究
﹂
に
お
い
て
﹁
選
錬
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
﹂
と
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
主
張
し
た
︒
帰
山
と
と
も
に
映
画
を
製

作
し
た
近
藤
伊
與
吉
は
︑﹁
世
の
多
く
の
人
々
は
筋
書
と
脚
本
︑
そ
れ
に
加
へ

て
撮
影
台
本
と
の
区
別
を
全
部
誤
解
し
て
居
る
﹂︵﹁
映
画
劇
の
筋
書
き
と
脚
本

の
書
き
方
﹂
大
�
・
12⑧
︶
と
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
︒
①
﹁
筋
書
﹂
⁝
⁝
﹁
所
謂

S
to
ry
で
あ
つ
て
単
な
る
物
語
り
﹂

②
﹁
脚

本
﹂
⁝
⁝
﹁
一
︑
映
画
芸
術
協
会
の
次
回
撮
影
に
関
す
る
相
談
会
の
席
上
で
帰

山
氏
か
ら
近
藤
が
募
集
筋
書
の
大
き
な
束
を
預
か
つ
て
辞
す
︒
／
一
︑
夜
の
淋

し
い
郊
外
の
通
り
を
歩
き
乍
ら
近
藤
が
考
へ
て
居
る
︒﹂

③
﹁
撮
影
台
本
﹂

⁝
⁝
﹁
大
写
︒
帰
山
氏
︒
／
字
幕
︒﹁
ぢ
や
一
つ
近
藤
さ
ん
︑
之
れ
を
良
く
読

ん
だ
上
で
脚
色
し
て
見
て
下
さ
い
︒｣／
大
写
︒
帰
山
氏
は
斯
う
云
ひ
乍
ら
傍
よ

り
筋
書
の
一
束
を
取
つ
て
渡
す
︒
／
大
写
︒
近
藤
氏
受
取
る
︒
そ
し
て
予
想
以

上
に
沢
山
あ
る
の
に
驚
く
︒﹂
と
い
う
よ
う
に
﹁
一
つ
の
場
面
で
も
細
か
に
背

景
や
人
物
の
動
作
︑
表
情
や
会
話
を
︑
或
は
人
物
の
心
理
状
態
を
説
明
し
︑
併

せ
て
撮
影
方
針
や
技
巧
を
注
意
深
く
示
し
て
置
く
﹂︒
こ
の
分
類
だ
と
﹁
月
の

囁
き
﹂
は
﹁
撮
影
台
本
﹂
形
式
に
あ
た
る
︒

帰
山
が
監
督
し
た
﹁
生
の
輝
き
﹂
︵
大
�
・
�
・
13
︑
麻
布
館
︶︑
﹁
白
菊
物

語
﹂︵
大
�
・
�
・
�
︑
神
田
館
︶
は
撮
影
台
本
が
残
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ

ら
は
あ
く
ま
で
製
作
陣
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
︑
複
写
さ
れ
た
も
の
で
︑
公

表
目
的
で
用
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る⑨

︒
し
か
し
大
正
七
年

四
月
︑
映
画
誌
﹁
活
動
之
世
界
﹂
が
︑
映
画
脚
本
募
集
の
た
め
の
サ
ン
プ
ル
と

し
て
西
洋
映
画
の
脚
本
を
和
訳
掲
載
し
︑
懸
賞
の
優
秀
作
品
を
誌
面
に
掲
載
す

る
な
ど
︑
脚
本
の
質
を
向
上
す
る
た
め
に
脚
本
を
︿
読
物
﹀
と
し
て
提
供
し
始

め
て
い
る
︒
大
正
期
︑
レ
ー
ゼ
・
ド
ラ
マ
が
表
現
形
式
と
し
て
定
着
し
た
こ
と

を
考
慮
す
る
と
︑︿
読
む
﹀
た
め
の
脚
本
︑
レ
ー
ゼ
・
シ
ナ
リ
オ
も
自
然
に
受

容
さ
れ
え
た
と
見
ら
れ
る
︒
映
画
脚
本
を
読
む
こ
と
で
映
画
の
内
容
を
想
起
す

る
の
は
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
に
お
け
る
読
書
行
為
と
同
様
だ
が
︑
撮
影
用
の
専
門
用
語

や
字
幕
は
︑
よ
り
限
定
的
な
映
画
的
イ
メ
ー
ジ
の
立
ち
上
げ
に
寄
与
し
よ
う
︒

｢ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹂
が
﹁
活
動
雑
誌
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
の
も
︑
同
様
の

目
的
だ
っ
た
︒﹁
完
成
さ
れ
た
映
画
と
其
れ
に
使
用
さ
れ
た
脚
本
と
が
何
ん
な

関
係
を
以
つ
て
ゐ
る
か
︑
且
つ
斯
る
場
面
の
転
換
或
は
配
置
或
は
人
物
に
就
て

如
何
な
る
手
法
を
以
つ
て
脚
色
す
可
き
か
﹂︑
本
作
が
﹁
無
言
の
教
師
で
あ

る
︒﹂︵
編
集
局
﹁
映
画

脚
本

﹃
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹄
の
掲
載
に
就
て
﹂
大
10
・
�⑩

︶

と
付
言
さ
れ
︑
後
進
の
手
本
に
な
る
意
義
深
い
作
品
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒

た
だ
し
谷
崎
い
わ
く
﹁
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹂
は
﹁
試
験
的
﹂
な
作
品
に
す
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ぎ
ず
︑﹁
私
の
欲
し
て
ゐ
る
も
の
を
写
真
に
し
た
い
﹂
が
﹁
迚
て
も
許
さ
れ
さ

う
に
も
あ
り
ま
せ
ん
﹂︵﹁
私
の
最
初
の
映
画
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹂
大
�
・

11
・
21⑪
︶︒﹁
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹂
は
︑
栗
原
が
谷
崎
の
原
作
を
﹁
細
か
い
シ

ナ
リ
オ
に
直
し
た
﹂︵﹁
栗
原
ト
ー
マ
ス
君
の
こ
と
﹂
大
15
・
11
︶
と
い
う
事
情

が
あ
る
た
め
︑
共
作
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ゆ
え
に
谷
崎
が
﹁
欲
し
て
ゐ
る

も
の
﹂
は
︑﹁
月
の
囁
き
﹂
に
こ
そ
現
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
完
成
し
た
映

画
と
し
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
無
か
っ
た
が
︑
先
に
も
触
れ
た
通
り
︑
谷
崎

の
﹁
自
己
の
︵
略
︶
映
画
劇
﹂
ま
た
﹁
可
な
り
自
信
の
あ
る
高
級
映
画
﹂
と
し

て
︑
そ
の
映
画
哲
学
に
迫
る
う
え
で
重
要
な
作
品
な
の
で
あ
る
︒

改
め
て
﹁
月
の
囁
き
﹂
本
文
の
形
式
を
見
る
と
︑
冒
頭
に
﹁︵
タ
イ
ト
ル
︶

︱
大
正
○
年
十
月
二
十
七
日
の
午
前
二
時
頃
︑
更
け
渡
つ
た
秋
の
夜
の
月
光

を
浴
び
な
が
ら
本
郷
お
茶
の
水
の
橋
の
下
に
︑
一
個
の
人
影
が
ぢ
つ
と
動
か
ず

に
蹲
踞
つ
て
居
た
︒

︱
﹂
と
舞
台
設
定
が
﹁
タ
イ
ト
ル
﹂︵
字
幕
︶
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
る
︒
続
い
て
内
容
が
散
文
形
式
で
綴
ら
れ
て
い
く
が
︑﹁
タ
イ

ト
ル
﹂
以
外
に
﹁
接
写
﹂﹁
大
写
し
﹂﹁
Ｃ
︑
Ｕ
﹂︵
C
lo
se
u
p
︶﹁
Ｆ
︑
Ｇ
﹂

︵
F
o
re
g
ro
u
n
d
︑
前
景
︶﹁
Ｂ
︑
Ｇ
﹂︵
B
a
c
k

g
ro
u
n
d
︑
後
景
︶
と
い
っ
た

専
門
用
語
が
次
第
に
増
え
始
め
︑
シ
ョ
ッ
ト
や
場
面
ご
と
の
改
行
ま
た
短
文
表

現
が
主
と
な
っ
て
い
く
︒
つ
ま
り
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
的
表
現
か
ら
︑
ほ
と
ん
ど
脚
本

の
形
式
に
移
る
の
で
あ
る
︒
先
述
し
た
よ
う
に
︑
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
ア
ン
グ
ル

を
指
定
し
た
脚
本
は
一
般
の
小
説
的
な
叙
述
と
は
異
な
り
︑
シ
ョ
ッ
ト
を
連
結

さ
せ
て
物
語
を
構
築
す
る
映
画
的
話
法
を
示
す
基
盤
と
な
る
︒
谷
崎
は
﹁
読

物
﹂
と
し
て
の
修
正
を
試
み
る
も
︑
や
は
り
﹁
映
画
劇
﹂
と
し
て
の
語
り
方
こ

そ
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
︒
な
ぜ
谷
崎
が
こ
の
形
を
貫
き
通
し

た
の
か
︑
次
章
か
ら
分
析
す
る
︒

二
．
﹁
月
の
囁
き
﹂
と
映
画
的
文
体

先
に
﹁
月
の
囁
き
﹂
の
梗
概
を
確
認
し
て
お
く
︒

︱
神
経
衰
弱
に
陥
り
療

養
の
た
め
塩
原
温
泉
に
旅
行
し
た
大
学
生
野
本
章
吉
は
︑
そ
こ
で
出
会
っ
た
謎

の
女
性
山
内
綾
子
に
心
惹
か
れ
る
︒
あ
る
晩
出
歩
く
綾
子
を
つ
け
て
い
く
と
︑

月
光
の
下
で
鎖
の
首
飾
り
を
弄
ぶ
綾
子
の
姿
を
目
撃
す
る
︒
章
吉
か
ら
逃
げ
た

綾
子
は
︑
一
年
前
に
鎖
で
絞
殺
し
た
恋
人
池
田
輝
雄
の
幻
覚
を
見
︑
池
に
落
ち

て
し
ま
う
︒
様
子
を
窺
っ
て
い
た
老
人
︵
綾
子
の
実
父
︶
が
綾
子
を
救
っ
た
も

の
の
︑
目
を
覚
ま
し
た
綾
子
は
章
吉
を
殺
そ
う
と
す
る
︒
綾
子
が
塩
原
を
去
っ

た
後
二
人
は
偶
然
再
会
す
る
が
︑
綾
子
は
章
吉
が
持
っ
て
い
た
鎖
を
奪
っ
て
去

る
︒
章
吉
は
綾
子
の
父
に
︑
月
を
見
る
と
興
奮
す
る
綾
子
の
性
癖
︑
殺
人
を
犯

し
た
過
去
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
︒
し
か
し
そ
れ
で
も
彼
女
を
求
め
て
心
中
を
遂

げ
︑
二
人
の
遺
体
を
見
た
父
も
そ
の
場
で
絶
命
す
る
︒

︱

撮
影
計
画
に
つ
い
て
は
先
行
研
究⑫

が
指
摘
す
る
通
り
︑﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
大

正
十
年
二
月
一
日
号
に
﹁
全
七
巻
﹂
︵
約
七
十
分
︶
で
﹁
五
月
撮
影
の
予
定
だ

が
︑
目
下
出
演
者
の
物
色
中
﹂︵
無
署
名
﹁
大
正
活
映
近
況⑬

﹂︶
と
の
情
報
が
見
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ら
れ
︑﹁
活
動
倶
楽
部
﹂
同
年
三
月
号
で
は
大
活
映
画
一
覧
の
広
告
に
ラ
イ
ン

ナ
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
︒
広
告
は
﹁
月
の
囁
き
﹂
連
載
中
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ

が
︑
連
載
に
は
宣
伝
効
果
を
狙
う
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
︑
谷
崎
も
連

載
第
一
回
の
﹁
前
書
﹂
で
﹁
此
の
映
画
劇
は
同
会
社
に
於
い
て
作
製
し
︑
来
春

早
々
発
表
す
る
予
定
﹂
の
た
め
﹁
そ
の
説
明
と
し
て
読
ん
で
下
さ
れ
ば
﹂
と
述

べ
て
い
る
︒
ま
た
本
文
末
尾
で
は
﹁
本
篇
は
作
者
谷
崎
先
生
が
初
め
て
の
試
み

で
あ
る
と
同
時
に
︑
又
日
本
活
映
史
に
一
大
記
録
す
べ
き
本
邦
嚆
矢
の
映
画

劇
﹂︵
記
者
︑
無
題
︶
と
銘
打
た
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
相
互
的
な
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
が
試
み
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
看
取
で
き
る
︒
さ
ら
に
連
載
時
は
︑
講

談
社
と
専
属
契
約
を
結
ぶ
人
気
画
家
高
畠
華
宵
の
挿
画⑭

が
付
さ
れ
︑
画
と
文
が

協
働
し
て
映
画
の
一
場
面
を
想
起
さ
せ
る
視
覚
的
効
果
を
挙
げ
て
い
る
︒

谷
崎
は
脚
本
執
筆
時
︑﹁
話
﹂
で
は
な
く
﹁
活
動
写
真
の
場
面
﹂︵﹁
其
の
歓

び
を
感
謝
せ
ざ
る
を
得
な
い
﹂︶
を
創
造
す
る
意
図
を
表
明
し
︑
後
に
も
﹁
作

者
の
思
想
が
文
学
を
通
す
こ
と
な
く
し
て
︑
直
接
各
場
面
を
構
成
し
て
ゆ
く
こ

と
︑
表
現
せ
ん
と
す
る
内
心
の
衝
動
が
映
画
の
形
式
を
と
つ
て
直
接
に
現
は
さ

れ
る
こ
と
﹂
に
の
み
﹁
芸
術
映
画
の
将
来
が
あ
る
︒﹂︵﹁
映
画
の
将
来
﹂
大
10
・

�⑮

︶
と
論
じ
て
い
る
︒
シ
ョ
ッ
ト
の
連
辞
︑﹁
場
景

シ

イ

ン

﹂︵﹁
日
本
の
活
動
写
真
﹂︶

を
組
合
せ
て
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
と
し
て
構
造
化
す
る
作
業
こ
そ
映
画
的
方
法
と
言

え
る
が
︑
映
画
脚
本
に
お
い
て
は
︑
現
在
形
の
短
文
や
体
言
止
め
と
い
っ
た
表

現
が
︑
画
面
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
定
さ
せ
る
機
能
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

｢月
の
囁
き
﹂
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
︑
︿
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
﹀︵
以
下
︑

Ｃ
・
Ｕ
と
す
る
︶
の
多
用
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
谷
崎
の
他
の
映
画
テ
ク
ス
ト
で
も

言
及
さ
れ
︑
小
説
表
現
で
も
応
用
さ
れ
た
こ
の
技
法
に
つ
い
て
︑
既
に
指
摘⑯

は

あ
る
が
同
時
代
的
視
座
を
も
っ
て
改
め
て
考
察
し
た
い
︒

Ｃ
・
Ｕ
は
綾
子
の
身
体
ま
た
表
情
を
捉
え
る
と
き
最
も
効
果
を
発
揮
す
る
︒

蓬
莱
山
の
下
︒
漸
く
そ
こ
ま
で
辿
り
着
い
た
女
︹
引
用
者
注
︱
綾
子
︺
は
︑

体
力
が
尽
き
た
や
う
に
︑
と
あ
る
岩
の
上
へ
腰
を
投
げ
か
け
︑
満
身
に
月

光
を
浴
び
つ
ゝ
仰
向
き
に
倒
れ
て
両
手
を
一
杯
に
ひ
ろ
げ
︑
う
と
う
と
と

眼
を
瞑
つ
て
息
を
は
ず
ま
せ
て
ゐ
る
︒
髪
の
毛
は
乱
れ
︑
着
物
の
襟
は
ひ

ろ
が
り
︑
帯
は
解
け
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
︒
／
岩
上
の
女
の
Ｃ
︑
Ｕ
︒

女
の
上
半
身
︒
Ｃ
︑
Ｕ
︒
︵
や
は
り
逆
し
ま
に
写
す
︶
眼
に
は
恍
惚
た
る

快
感
が
溢
れ
︑
口
元
に
は
痙
攣
的
な
微
笑
が
浮
ぶ
︒
暫
く
し
て
︑
頤
に
垂

れ
下
つ
て
ゐ
る
鎖
の
両
端
を
持
ち
て
ピ
ン
と
引
き
裂
く
や
う
に
引
つ
張
り
︑

そ
れ
を
唇
に
喰
ひ
込
ま
せ
て
︑
恰
も
糸
を
喰
ひ
切
る
が
如
く
に
キ
リ
キ
リ

と
噛
む
︒
噛
ん
で
は
又
に
た
に
た
と
笑
ひ
︑
頚
を
打
ち
振
る
︒

そ
し
て
章
吉
を
手
に
か
け
よ
う
と
す
る
時
の
︑﹁
今
や
餌
食
を
食
は
う
と
す

る
獣
の
や
う
な
︑
一
種
残
酷
な
︑
気
狂
じ
み
た
薄
笑
ひ
﹂︑
﹁
眼
は
恐
し
く
血
走

つ
て
来
る
﹂︑﹁
極
度
の
凶
暴
と
︑
残
忍
と
︑
病
的
な
歓
喜
と
の
漲
つ
た
表
情
︒

あ
は
や
一
息
に
飛
び
か
ゝ
ら
う
と
す
る
猫
の
や
う
な
息
使
ひ
﹂
な
ど
︑
本
文
は

Ｃ
・
Ｕ
で
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
細
部
ま
で
を
指
定
す
る
︒

谷
崎
潤
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｢無
声
映
画
は
﹁
表
面
芸
術
﹂﹂
で
あ
る
た
め
︑
脚
本
も
﹁
あ
ら
ゆ
る
心
理
︑

あ
ら
ゆ
る
意
味
を
︑
身
振
り
︑
表
情
︑
事
物
︑
光
景
﹂
と
い
う
﹁
可
視
的
な
表

面
に
現
前
さ
せ
ね
ば
な
ら
﹂
ず
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
シ
ナ
リ
オ
は
︑
物
語
的
な

枠
組
に
回
収
さ
れ
え
な
い
も
の
を
現
前
さ
せ
よ
う
と
す
る
﹂︵﹁
芥
川
龍
之
介
と

前
衛
芸
術
﹂
平
�
・
�⑰

︶
と
友
田
悦
生
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
︑
映
画
表
現
で
は

視
覚
情
報
に
よ
り
そ
の
記
号
内
容

︱
﹁
月
の
囁
き
﹂
で
は
綾
子
の
﹁
狂
気
﹂

︱
を
解
釈
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
︒

Ｃ
・
Ｕ
は
︑
同
時
代
の
見
解
で
は
﹁
デ
リ
ケ
ー
ト
な
︵
略
︶
心
的
変
化
を
稍

完
全
に
表
現
す
る
︵
略
︶
肉
体
表
情
﹂
の
中
で
も
﹁
顔
面
に
現
は
れ
る
そ
れ
が

一
番
印
象
的
﹂
で
あ
る
と
︑
主
に
﹁
心
理
描
写
﹂︵
野
々
宮
翠
萍
﹁
ク
ロ
ー

ズ
・
ア
ツ
プ
の
研
究
﹂
大
�
・
�⑱

︶
の
シ
ョ
ッ
ト
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
︒

映
画
を
心
理
学
的
知
見
か
ら
考
察
し
た
ヒ
ュ
ー
ゴ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
は

一
方
で
﹁
我
々
の
注
意
の
心
的
作
用
を
知
覚
の
世
界
に
客
観
化
﹂︵﹃
映
画
劇
﹄

一
九
一
六⑲

︶
し
た
︑
映
画
特
有
の
方
法
と
考
え
る
︒﹁
月
の
囁
き
﹂
に
お
け
る

Ｃ
・
Ｕ
は
︑
綾
子
に
魅
入
ら
れ
る
章
吉
の
﹁
心
的
作
用
﹂
の
可
視
化
と
言
え
よ

う
︒
こ
の
場
合
は
カ
メ
ラ
が
仮
想
的
に
章
吉
の
眼
と
な
る
こ
と
で
︑
視
野
を
共

有
し
た
観
客
が
章
吉
に
同
化
し
︑
意
識
を
綾
子
に
焦
点
化
す
る
作
用
を
持
つ
︒

昏
睡
状
態
か
ら
醒
め
た
綾
子
の
︑﹁
庄
吉
の
眼
か
ら
見
た
﹂
顔
の
Ｃ
・
Ｕ
に

お
い
て
︑﹁
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
居
た
女
の
瞳
は
︑
庄
吉
の
瞳
の
上
に
留
る
﹂︒
そ
れ

ま
で
窃
視
的
に
覗
き
見
て
い
た
章
吉
＝
観
客
の
側
を
︑
綾
子
が
ま
な
ざ
し
返
す

の
で
あ
る
︒
こ
の
時
﹁
次
第
に
懐
し
さ
う
な
目
付
き
に
な
つ
て
ウ
ツ
ト
リ
と
す

る
﹂
綾
子
の
顔
に
は
﹁
一
ぱ
い
に
月
が
照
つ
て
居
る
﹂︒﹁
月
の
囁
き
﹂
の
ド
ラ

マ
ツ
ル
ギ
ー
は
綾
子
の
行
動
に
大
き
く
拠
る
が
︑
顔
の
Ｃ
・
Ｕ
は
綾
子
を
駆
動

さ
せ
る
狂
気
が
集
約
さ
れ
た
場
と
し
て
提
示
さ
れ
︑
月
光
は
そ
の
ト
リ
ガ
ー
と

し
て
機
能
す
る
︒
Ｃ
・
Ｕ
さ
れ
た
︑
月
光
を
浴
び
る
綾
子
と
の
ま
な
ざ
し
の
交

叉
は
︑
そ
の
情
動
ま
た
﹁
誘
惑
﹂
が
画
面
外
に
ま
で
及
ぶ
錯
覚
を
与
え
よ
う
︒

俳
優
の
カ
メ
ラ
目
線
は
初
期
映
画
の
﹁
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
﹂︵﹁
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
の
映
画
﹂
一
九
九
〇
︶
性
を
指
摘
す
る
ト
ム
・
ガ
ニ
ン
グ⑳

が
特
徴
的
表
現
と

し
て
挙
げ
た
も
の
だ
が
︑
物
語
性
が
求
め
ら
れ
る
以
前
の
︑
映
画
の
原
初
的
な

こ
の
性
質
を
谷
崎
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

谷
崎
は
﹁
映
画
の
テ
ク
ニ
ツ
ク
﹂︵
大
10
・
10
︶
で
Ｃ
・
Ｕ
を
︑﹁
観
客
の
注

意
を
喚
起
す
る
﹂
方
法
の
み
な
ら
ず
﹁
劇
の
進
行
な
ど
は
忘
れ
て
し
ま
つ
て
﹂

女
優
の
﹁
美
貌
に
魅
し
去
ら
れ
る
﹂︑
つ
ま
り
表
情
の
含
蓄
す
る
意
味
を
吟
味

せ
ず
に
︑
た
だ
画
面
に
現
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
凝
視
す
る
︑
思
考
停
止
的
な
鑑
賞

態
度
の
契
機
と
し
て
も
提
示
し
て
い
る
︒
谷
崎
の
映
画
小
説
﹁
肉
塊
﹂︵
大

12
・
�
・
�
～
�
・
29
︶
に
は
そ
の
是
非
を
め
ぐ
る
映
画
監
督
小
野
田
吉
之
助

と
助
手
の
技
師
柴
山
の
論
争
が
描
か
れ
る
︒
女
優
グ
ラ
ン
ド
レ
ン
の
Ｃ
・
Ｕ
が

多
す
ぎ
て
冗
漫
だ
と
指
摘
す
る
柴
山
に
対
し
て
﹁
表
情
の
中
に
あ
る
美
し
さ
に

酔
へ
ば
い
い
﹂
と
反
駁
す
る
吉
之
助
は
︑
そ
こ
に
﹁
酌
め
ど
も
尽
き
な
い
無
限

の
変
化
が
あ
る
の
を
感
じ
︑
滾
々
と
し
て
湧
き
出
づ
る
微
妙
な
音
楽
を
聞
く
﹂
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(八
)と
思
考
す
る
︒
ベ
ラ
・
バ
ラ
ー
ジ
ュ
の
言
う
﹁
視
覚
的
連
続
性
の
レ
ガ
ー

ト
︵
音
楽
用
語
︒
区
切
ら

ず
に
な
め
ら
か
に

︶﹂
︵﹃
視
覚
的
人
間
﹄
一
九
二
四㉑
︶
が
︑
表
層
的
な
視
覚

イ
メ
ー
ジ
と
非
︱

説
話
的
な
︑︿
物
語
﹀
か
ら
浮
遊
し
た
ひ
と
時
に
浸
る
陶
酔

を
も
た
ら
す
際
︑
顔
は
も
は
や
意
味
や
記
号
性
を
超
越
し
た
圧
倒
的
な
眺
め
と

し
て
投
影
さ
れ
る
︒

ま
た
綾
子
の
Ｃ
・
Ｕ
に
際
し
て
付
さ
れ
た
﹁
女
の
顔
の
不
思
議
な
魅
力
は
︑

こ
の
時
殆
ど
そ
の
極
点
に
達
し
て
ゐ
る
こ
と
﹂
と
の
但
し
書
き
は
︑
か
つ
て

﹁
金
色
の
死
﹂︵
大
�
・
12
・
�
～
17
︶
で
﹁
画
家
に
取
て
選
択
す
べ
き
瞬
間
﹂

は
﹁
或
る
肉
体
が
最
上
最
強
の
美
の
極
点
に
到
達
し
た
刹
那
の
姿
態
を
捉
へ
る

事
﹂
(八
)で
あ
る
と
の
論
理

︱
レ
ッ
シ
ン
グ
﹃
ラ
オ
コ
オ
ン
﹄︵
一
七
六
五
︶

へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ㉒

︱
や
︑
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
﹄

︵
一
八
七
三
︶﹁
結
論
﹂
で
示
さ
れ
た
︑
瞬
間
の
美
的
印
象
を
重
ん
じ
る
芸
術
観

の
反
映
を
示
そ
う
︒﹁
肉
塊
﹂
の
Ｃ
・
Ｕ
論
に
も
通
底
す
る
こ
の
刹
那
的
美
観

の
連
鎖
を
︑
谷
崎
は
映
画
で
実
際
に
表
象
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

Ｃ
・
Ｕ
は
綾
子
の
心
理
を
示
し
つ
つ
︑
綾
子
に
惹
き
付
け
ら
れ
る
章
吉
に
観

客
が
仮
想
的
に
同
化
す
る
作
用
を
持
ち
︑
か
つ
鮮
烈
な
視
覚
体
験
を
も
た
ら
す

手
法
と
し
て
選
択
さ
れ
た
︒
見
て
は
な
ら
ぬ
も
の
を
目
撃
し
て
息
を
の
み
︑
破

滅
を
予
感
し
て
も
注
視
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
事
態
こ
そ
﹁
月
の
囁
き
﹂
の
主

題
だ
ろ
う
︒
と
も
す
れ
ば
狂
気
に
反
転
し
う
る
視
覚
快
楽
が
象
徴
化
さ
れ
た

Ｃ
・
Ｕ
は
︑
物
語
内
容
と
映
画
固
有
の
形
式
を
合
致
さ
せ
る
に
最
適
な
方
法
と

し
て
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
た
が
っ
て
﹁
月
の
囁
き
﹂
は
﹁
読
物
﹂
化
さ
れ
て
も
︑
物
語
を
推
し
進
め

る
散
文
的
な
語
り
で
は
な
く
︑
シ
ョ
ッ
ト
の
連
な
り
を
思
わ
せ
る
映
画
的
文
体

を
持
つ
作
品
と
し
て
編
ま
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
描
出
し
た
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を

重
ね
︑
意
味
ま
た
物
語
内
容
を
伝
達
す
る
映
画
の
方
法
論
を
採
用
し
た
こ
と
が

結
果
的
に
︑﹁
月
の
囁
き
﹂
に
お
け
る
映
画
を
め
ぐ
る
自
己
言
及
的
な
批
評
性

の
保
持
に
繋
が
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒
そ
の
メ
タ
性
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
論
す

る
︒

三
．︿
感
光
﹀
す
る
綾
子
／
｢
感
染
﹂
す
る
章
吉

｢月
の
囁
き
﹂
が
文
字
通
り
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
た
の
は
︑
綾
子
の
内
な

る
狂
気
で
あ
っ
た
︒
父
に
よ
る
と
綾
子
は
︑
死
ん
だ
母
の
遺
伝
の
た
め
﹁
月
の

光
を
見
る
と
奇
妙
に
興
奮
﹂
し
て
鎖
で
男
を
縊
り
殺
す
﹁
一
種
の
精
神
病
者
﹂

で
あ
る
と
い
う
︒

｢永
遠
不
滅
の
イ
デ
ア
界
を
象
徴
す
る
存
在
﹂
か
つ
﹁
死
を
司
る
女
神
﹂︵
細

川
光
洋
﹁
谷
崎
潤
一
郎
イ
メ
ー
ジ
考

月
﹂
平
10
・
	㉓
︶
と
し
て
︑
月
は
﹁
母

を
恋
ふ
る
記
﹂︵
大
�
・
�
・
18
～
�
・
19
︶
や
﹁
西
湖
の
月
﹂︵
大
�
・
�
︶

な
ど
︑
所
謂
︿
母
恋
い
﹀︑
︿
支
那
﹀
小
説
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
描
出
さ
れ
て

い
る
が
︑
映
画
テ
ク
ス
ト
で
は
﹁
月
の
囁
き
﹂
に
昇
華
さ
れ
た
︒
谷
崎
の
月
へ

の
関
心
は
李
白
の
詩
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
︑

谷
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綾
子
と
池
田
や
章
吉
の
図
式
は
︑
月
の
女
神
セ
レ
ー
ネ
の
寵
愛
を
受
け
て
永
遠

に
眠
り
続
け
る
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ン
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︒
谷
崎
が
大
正
四
年
十
月

に
抄
訳
し
た
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
﹁
夢
﹂︵
一
九
〇
一㉔
︶
の
原
文
に
そ
の
神

話
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
も
着
想
の
一
つ
と
し
て
示
唆
的
で
あ
る
︒

深
い
森
に
射
す
月
の
光
は
︑
優
し
く
囁
く
よ
う
に
綾
子
と
章
吉
を
狂
気
の
果

て
に
誘
う
︒﹁
あ
な
た
︑
あ
た
し
と
一
緒
に
死
ん
で
く
れ
な
い
？
﹂
と
﹁
哀
願

す
る
﹂

︱
綾
子
の
台
詞
は
字
幕
で
強
調
さ
れ
る

︱
と
き
︑
綾
子
は
死
を
も

た
ら
す
サ
ロ
メ
的
︿
月
の
狂
女
﹀
と
し
て
抗
い
難
い
魔
力
を
放
つ
︒﹁
ひ
と
を

錯
乱
さ
せ
︑
狂
気
の
ほ
う
へ
︑
夢
幻
的
倒
錯
の
ほ
う
へ
と
ひ
き
ず
り
こ
む
﹁
月

の
光
﹂
は
ま
さ
に
︑
暗
闇
の
な
か
で
ひ
と
を
仄
白
い
光
と
影
の
世
界
へ
と
連
れ

去
ろ
う
と
す
る
﹁
映
画
﹂
そ
の
も
の
の
メ
タ
フ
ァ
ー
﹂︵﹃
大
正
幻
影
﹄
平
20
・

�㉕
︶
と
川
本
三
郎
氏
が
言
い
当
て
た
よ
う
に
︑
光
が
狂
気
的
な
情
調
を
惹
起
す

る
構
図
は
映
画
の
在
り
方
を
思
わ
せ
る
︒

映
画
は
光
の
装
置
で
あ
る
︒
撮
影
︱

映
写
と
い
う
︑
映
画
を
存
在
さ
せ
る

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
光
線
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
大
正
期
の
映
画
関
係
者

に
も
そ
の
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
︑
社
会
学
者
権
田
保
之
助
は
映
画
の
特
徴
を

映
写
に
際
し
た
﹁
光
線
の
強
烈
な
る
こ
と
﹂
に
見
出
し
︑
光
が
﹁
眼
を
ぎ

ら
〳
〵
さ
せ
﹂
る
た
め
に
﹁
刹
那
々
々
に
最
も
自
分
の
注
意
を
惹
い
た
﹂︵﹃
活

動
写
真
の
原
理
及
応
用
﹄
大
�
・
10㉖
︶
場
面
の
み
記
憶
に
残
る
と
論
じ
る
︒
谷

崎
﹁
秘
密
﹂︵
明
44
・
11
︶
に
お
け
る
映
画
鑑
賞
の
場
面
で
も
︑﹁
映
画
の
光

線
﹂
は
﹁
グ
リ
グ
リ
と
︹
引
用
者
注
︱
語
り
手
﹁
私
﹂
の
︺
瞳
を
刺
す㉗
﹂︒
演

者
で
は
﹁
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹂
に
主
演
し
た
葉
山
三
千
子
が
︑
初
め
て
撮
影

に
参
加
し
た
と
き
﹁
何
よ
り
恐
ろ
し
く
思
つ
た
の
は
︑
撮
影
所
の
人
工
光
線
の

度
強
い
こ
と
﹂
で
︑﹁
未
だ
馴
れ
ぬ
妾
﹂
は
光
線
が
﹁
心
眼
を
さ
す
様
で
た
ま

ら
な
か
つ
た
﹂︵
﹁
人
工
光
線
と
馬
鈴
薯
﹂
大
10
・
�㉘
︶
と
語
る
︒
光
は
形
を
持

た
な
い
が
︑
接
す
る
者
の
身
体
に
確
か
な
感
触
を
与
え
る
触
知
的
な
も
の
と
し

て
現
象
す
る
の
だ
︒

映
画
の
光
線
に
比
べ
れ
ば
月
光
は
微
弱
か
も
し
れ
な
い
が
︑
衰
弱
し
た
綾
子

の
神
経
は
少
し
の
刺
激
も
過
敏
に
知
覚
す
る
だ
ろ
う
︒
綾
子
は
月
を
見
つ
め
る

だ
け
で
な
く
愛
用
の
﹁
金
鎖
﹂
を
﹁
き
ら
き
ら
と
月
に
透
か
し
﹂
て
恍
惚
と
し
︑

川
に
浸
し
た
﹁
種
々
の
宝
石
を
ち
り
ば
め
た
無
数
の
指
輪
﹂
を
嵌
め
た
手
の
上

を
﹁
月
の
光
を
宿
し
つ
ゝ
﹂
流
れ
る
水
と
︑
宝
石
が
織
り
成
す
﹁
微
妙
な
光
線

の
あ
や
﹂
に
﹁
見
惚
れ
﹂
て
い
た
︒
あ
ら
ゆ
る
形
で
月
光
は
反
射
︑
増
幅
さ
れ
︑

強
調
さ
れ
る
︒
光
線
が
綾
子
の
狂
気
を
呼
び
覚
ま
す
と
い
う
様
相
は
︑
フ
ィ
ル

ム
が
︿
感
光
﹀
す
る
︑
あ
る
い
は
ス
ク
リ
ー
ン
に
投
影
す
る
こ
と
で
異
界
を
生

む
映
像
技
術
を
暗
喩
す
る
も
の
と
読
み
取
れ
よ
う
︒

月
光
は
綾
子
の
人
格
を
分
裂
さ
せ
る
︒
﹁
月
夜
の
為
め
に
興
奮
し
て
︑︹
引
用

者
注
︱
恋
人
の
︺
池
田
を
殺
し
た
事
を
忘
れ
て
居
た
の
だ
が
︑
ほ
ん
の
一
瞬
間
︑

遠
い
記
憶
が
雲
を
隔
て
ゝ
物
を
見
る
や
う
に
ぼ
ん
や
り
現
れ
て
︑
彼
女
の
良
心

を
苦
ま
せ
る
﹂︒
池
田
と
心
中
す
る
つ
も
り
が
︑
本
能
の
ま
ま
に
一
方
的
な
殺
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害
に
及
ん
だ
過
去
を
持
つ
︑
自
己
を
統
一
で
き
ず
に
苦
悶
す
る
綾
子
の
﹁
ヒ
ス

テ
リ
ー
﹂
は
回
復
の
兆
し
は
な
く
︑
む
し
ろ
悪
化
の
一
途
を
辿
る
よ
う
で
あ
る
︒

綾
子
の
﹁
夢
遊
病
﹂
的
様
相
は
︑
本
作
の
作
風
も
含
め
﹁
カ
リ
ガ
リ
博
士
﹂

︵
独
＝
1
9
2
0
.2
.2
6︑
日
＝
1
9
2
1
.4
.2
3︑
横
浜
オ
デ
ヲ
ン
座
︶
と
類
似
す
る
が
︑

田
代
慶
一
郎
氏
︑
佐
相
勉
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
谷
崎
が
繰
返
し
称
讃
し
た

分
身
映
画
﹁
プ
ラ
ー
グ
の
大
学
生
﹂︵
独
＝
1
9
1
3
.8
.2
2︑
日
＝
1
9
1
4
.1
.3
1︑
横

浜
オ
デ
ヲ
ン
座
︶

︱
あ
る
大
学
生
が
悪
魔
に
自
分
の
影
を
売
り
大
金
と
名
声

を
得
る
も
︑
影
が
一
人
歩
き
し
始
め
た
こ
と
に
懊
悩
し
殺
害
に
至
る
が
︑
逆
に

自
身
の
命
を
落
と
し
て
し
ま
う

︱
に
も
通
じ
る
︒
姿
を
複
製
す
る
技
術
と
し

て
の
映
画
に
対
す
る
違
和
と
恐
怖
を
分
身
モ
チ
ー
フ
に
換
喩
し
た
作
品
で
︑
我

な
ら
ぬ
我
の
強
迫
を
可
視
化
し
う
る
映
画
は
分
身
表
象
に
格
好
の
媒
体
と
見
做

さ
れ
た
︒
制
御
し
得
ぬ
自
己
が
自
滅
に
導
く
点
で
︑
直
接
的
表
現
は
な
い
が
︑

綾
子
に
も
分
身
ま
た
分
裂
的
現
象
を
看
取
で
き
る
︒﹁
月
の
囁
き
﹂
は
主
題
上

で
ド
イ
ツ
映
画
的
文
脈
に
接
近
す
る
こ
と
か
ら
︑
ハ
リ
ウ
ッ
ド
・
ス
ラ
ッ
プ
ス

テ
ィ
ッ
ク
を
模
し
た
﹁
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹂
で
は
表
現
し
え
な
か
っ
た
谷
崎

の
﹁
欲
し
て
ゐ
る
も
の
﹂
の
内
実
を
窺
え
よ
う
︒

当
時
︑
映
画
鑑
賞
に
よ
っ
て
﹁
夢
遊
病
﹂
を
発
症
す
る
児
童
が
増
加
し
た
事

例
か
ら
︑
映
画
鑑
賞
の
危
険
性
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
︒﹁
圧
倒
的
な
現
実

感
を
持
っ
た
映
画
の
力
が
理
性
の
判
断
力
を
弱
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
犯
罪
の

光
景
が
写
し
出
さ
れ
る
と
︑
そ
れ
は
心
の
奥
深
く
忍
び
込
ん
で
彼
を
捉
え
︑
知

ら
ず
し
て
そ
れ
を
模
倣
さ
せ
︵
略
︶
映
画
は
︑
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
効
果
と
し
て
観

客
た
ち
の
潜
在
意
識
に
働
き
か
け
︑
彼
ら
に
は
っ
き
り
し
た
自
覚
も
な
い
ま
ま

悪
事
に
赴
か
せ
て
し
ま
う
﹂
︵
長
谷
正
人
﹁
大
正
期
日
本
に
お
け
る
映
画
恐
怖

症
﹂
平
22
・
�㉙
︶︒﹁
催
眠
術
﹂
の
如
き
映
画
的
イ
メ
ー
ジ
に
支
配
さ
れ
て
い
く

病
理
を
長
谷
氏
は
﹁
映
画
恐
怖
症
﹂
と
呼
ぶ
︒
不
可
視
の
異
物
が
内
部
に
忍
び

込
ん
で
識
閾
下
で
育
ち
︑
気
付
い
た
時
に
は
自
己
を
喰
い
尽
さ
れ
て
い
る
感
染

症
的
な
有
様
は
︑﹁
人
面
疽
﹂
の
戦
慄
を
も
想
起
さ
せ
る
︒

月
を
﹁
見
る
﹂
こ
と
で
狂
気
に
蝕
ま
れ
る
綾
子
の
様
は
︑
映
画
に
よ
っ
て
無

意
識
に
支
配
さ
れ
て
い
く
観
客
の
有
様
に
通
底
し
よ
う
︒
さ
ら
に
章
吉
も
﹁
神

経
衰
弱
﹂
で
あ
る
た
め
︑
綾
子
の
﹁
狂
気
が
刹
那
的
に
感
染
す
る
﹂︒
目
前
の

現
象
に
意
識
を
奪
わ
れ
て
主
体
的
思
考
が
薄
弱
化
し
︑
た
だ
恍
惚
と
そ
の
快
楽

に
身
を
投
じ
る
行
為
は
︑
あ
ら
ゆ
る
視
覚
表
象
が
潜
在
的
に
持
つ
暴
力
性
を
逆

説
的
に
暗
示
す
る
︒

一
度
は
周
囲
の
制
止
に
よ
っ
て
正
気
を
取
り
戻
す
も
の
の
︑
結
果
的
に
章
吉

は
縊
り
殺
さ
れ
︑
綾
子
も
狂
死
を
遂
げ
る
︒
し
か
し
綾
子
が
求
め
続
け
た
の
は

池
田
で
あ
っ
て
章
吉
で
は
な
い
︒
心
中
が
究
極
的
な
愛
の
行
為
と
し
て
は
成
就

さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
皮
肉
な
﹁
悲
劇
﹂
︵﹁
其
の
歓
び
を
感
謝
せ
ざ
る
を

得
な
い
﹂︶
性
が
あ
る
︒
否
︑
章
吉
に
お
い
て
は
恋
い
慕
う
綾
子
に
導
か
れ
る

死
は
祝
福
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
初
期
作
品
﹁
飈
風
﹂
︵
明
44
・
10
︑

発
禁
︶
か
ら
晩
年
の
﹁
鍵
﹂︵
昭
31
・
�
︑
	
～
12
︶
ま
で
貫
か
れ
る
図
式
︑
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恋
の
絶
頂
に
お
け
る
落
命
を
︑
谷
崎
は
映
画
と
い
う
存
在
自
体
が
危
う
さ
を
孕

む
媒
体
で
も
表
そ
う
と
企
図
し
た
の
だ
︒

物
語
内
に
お
い
て
狂
気
の
連
鎖
的
﹁
感
染
﹂
は
終
結
す
る
が
︑
虚
構
と
は
い

え
可
能
的
世
界
と
し
て
作
品
は
観
客
︱

読
者
に
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
長
谷
氏

も
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
現
実
感
に
訴
え
か
け
る
映
画
は
直
截
的
に
受
容
者
を
揺

さ
ぶ
る
強
度
を
有
す
る
︒﹁
見
る
こ
と
の
狂
気
﹂︵
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
シ

=
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
︑
一
九
八
六㉚
︶
を
物
語
的
主
題
と
し
た
﹁
月
の
囁
き
﹂

は
や
は
り
︑
可
能
な
限
り
映
画
の
表
象
形
態
を
残
し
た
ま
ま
発
表
さ
れ
る
に
ふ

さ
わ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
映
画
的
文
体
に
よ
っ
て
映
画
に
つ
い
て
表
象

し
た
﹁
月
の
囁
き
﹂
は
︑
谷
崎
流
の
レ
ー
ゼ
・
シ
ナ
リ
オ
＝
〈読
む
﹀
映
画
と

し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

｢月
の
囁
き
﹂
は
﹁
読
物
に
適
す
る
や
う
に
﹂︵﹁
月
の
囁
き
前
書
﹂︶
修
正
さ

れ
な
が
ら
も
︑
小
説
的
な
︑
単
線
的
な
叙
述
で
は
な
く
︑
Ｃ
・
Ｕ
な
ど
の
撮
影

技
法
を
用
い
た
脚
本
表
現
が
貫
か
れ
た
こ
と
で
︑
映
画
の
狂
気
性
を
め
ぐ
る
自

己
言
及
的
な
表
現
を
看
取
で
き
た
︒
題
材
と
し
て
精
神
異
常
や
殺
人
が
前
景
化

さ
れ
た
の
は
︑
谷
崎
の
追
求
し
た
映
画
の
物
語
性
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
流
の
説
話
的
︑

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
な
も
の
よ
り
ド
イ
ツ
映
画
の
文
脈
に
近
い
強
迫
的
︑
神
経
症

的
な
も
の
に
近
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
題
材
は
﹁
活
動

写
真
興
行
取
締
規
則
﹂︵
大
正
六
年
七
月
十
四
日
公
布
︑
八
月
施
行
︒
大
正
八

年
十
一
月
改
正
︶
の
﹁
第
三
条
﹂
﹁
九
︑
犯
罪
の
手
段
方
法
を
示
し
若
く
は
犯

罪
又
は
犯
人
の
踪
跡
隠
蔽
の
方
法
を
示
す
も
の
に
し
て
模
倣
心
を
惹
起
す
る
処

あ
る
も
の㉛
﹂
に
該
当
し
得
る
︒
模
倣
犯
が
懸
念
さ
れ
た
状
況
下
で
あ
え
て
映
画

と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
︑
谷
崎
の
挑
発
的
身
振
り
が
見
て
取
れ
る
︒
し
た

が
っ
て
表
現
の
規
制
を
見
越
し
て
︑
映
画
よ
り
先
に
﹁
読
物
﹂
と
し
て
発
表
し

た
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
議
論
を
呼
ん
だ
﹁
ジ
ゴ
マ
﹂
で
も
︑

ノ
ベ
ラ
イ
ズ
の
出
版
は
許
容
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る㉜
︒

︿
読
む
﹀
脚
本
で
は
︑﹁
映
画
の
テ
ク
ニ
ツ
ク
﹂︵
大
10
・
10
︶
で
谷
崎
が

﹁
キ
ネ
マ
︑
フ
ア
ン
が
心
得
て
居
る
べ
き
﹂
と
要
請
す
る
よ
う
に
︑
読
者
の
映

画
リ
テ
ラ
シ
ー
を
前
提
に
伝
達
が
行
わ
れ
た
︒
受
動
的
に
観
る
映
画
と
は
異
な

り
︑
読
書
行
為
に
は
知
識
を
動
員
し
た
能
動
的
な
参
加
が
求
め
ら
れ
る
︒
頭
の

中
で
﹁
活
動
写
真
を
見
る
や
う
な
﹂
︵﹁
月
の
囁
き
前
書
﹂︶
モ
ー
ド
を
当
て
込

ん
で
提
供
さ
れ
た
レ
ー
ゼ
・
シ
ナ
リ
オ
は
作
者
︱

読
者
で
仮
想
的
に
ひ
と
つ

の
映
画
を
共
有
す
る
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
言
え
よ
う
︒
谷
崎

は
﹃
現
代
戯
曲
全
集
﹄
第
六
巻
︵
大
14
・
�
︶
の
跋
文
で
も
﹁﹁
読
む
た
め
の

戯
曲
﹂
も
決
し
て
一
概
に
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
と
信
ず
る
︒
読
者
は
め
い
め

い
の
頭
の
中
に
舞
台
を
作
り
︑
照
明
を
設
け
︑
自
由
に
俳
優
を
登
場
さ
せ
て
︑

そ
れ
ら
の
戯
曲
が
与
へ
る
と
こ
ろ
の
幻
想
を
楽
し
ん
で
下
さ
れ
ば
よ
い
︒﹂
と

述
べ
て
い
る
︒
上
演
や
上
映
形
態
を
想
定
し
て
テ
ク
ス
ト
を
立
ち
上
げ
る
営
為
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は
︑
作
者
ま
た
読
者
に
お
い
て
︑
一
般
的
な
小
説
の
創
作
︑
受
容
と
は
異
な
る

体
験
と
な
ろ
う
︒

大
正
期
︑﹁
読
む
た
め
の
戯
曲
｣＝
レ
ー
ゼ
・
ド
ラ
マ
が
﹁
小
説
的
言
語
の
閉

塞
感
に
風
穴
を
あ
け
て
く
れ
る
﹂︵
石
川
巧
﹁
方
法
と
し
て
の
レ
ー
ゼ
・
ド
ラ

マ
﹂
平
�
・
10㉝
︶
表
現
領
域
を
切
り
拓
く
形
式
と
し
て
嘱
望
さ
れ
た
表
現
史
を

踏
ま
え
る
と
︑
映
画
文
化
の
隆
盛
と
と
も
に
レ
ー
ゼ
・
シ
ナ
リ
オ
も
同
様
の
可

能
性
を
持
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
映
画
は
大
正
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て

多
く
の
文
芸
を
結
実
さ
せ
た
︒
芥
川
龍
之
介
﹁
浅
草
公
園
﹂︵
昭
�
・
�
︶﹁
誘

惑
﹂︵
同
︶︑
佐
藤
春
夫
﹁
黄
昏
の
殺
人
﹂︵
昭
�
・
12
︶
な
ど
の
レ
ー
ゼ
・
シ

ナ
リ
オ
の
み
な
ら
ず
︑
北
川
冬
彦
や
竹
中
郁
ら
に
よ
る
映
画
詩

シ
ネ
・
ポ
エ
ム

が
発
表
さ
れ
︑

表
現
は
多
様
化
す
る
︒
十
重
田
裕
一
氏
が
﹁
映
画
に
触
発
さ
れ
た
文
体
の
諸

相
﹂︵
平
�
・
�㉞
︶
で
分
析
し
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
映
画
の

表
象
モ
ー
ド
は
﹁
断
截
﹂︵
映
画
の
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
︑
脚
本
表
現
か
ら
得
た
発

想
︒
短
文
を
連
ね
る
︶
調
か
﹁
連
続
﹂︵
時
間
に
従
っ
て
展
開
す
る
映
画
の
イ

メ
ー
ジ
︒
改
行
を
行
わ
な
い
形
式
︶
調
と
い
う
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
︒
映
画

を
愛
好
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
期
の
作
家
た
ち
は
単
に
モ
チ
ー
フ
と
し
て
扱
う
こ
と

に
飽
き
足
ら
ず
︑
そ
こ
か
ら
新
規
の
表
現
法
を
会
得
し
た
︒
作
家
の
う
ち
誰
よ

り
も
早
く
映
画
に
携
わ
っ
た
谷
崎
は
︑
そ
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
︒

｢断
截
﹂
調
に
当
た
る
脚
本
表
現
で
は
各
セ
ン
テ
ン
ス
︵
シ
ョ
ッ
ト
︶
が
端

的
な
表
現
だ
と
し
て
も
︑
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
や
編
集
に
よ
っ
て
豊
穣
な
意
味
を
持

ち
得
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
が
構
築
さ
れ
る
︒
脚
本
は
イ
メ
ー
ジ
の
接
合
︑
隠
喩
ま

た
換
喩
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
が
成
立
す
る
詩
的
表
現
に
接
近
す
る
と
言
え
る
︒

﹁
月
の
囁
き
﹂
も
脚
本
様
＝
｢
断
截
﹂
調
の
作
品
だ
が
︑
伊
藤
整
は
﹁
散
文
詩
﹂

︵﹁
解
説
﹂
昭
33
・
	㉟
︶
的
で
あ
る
と
評
し
た
︒
同
時
代
作
家
で
は
萩
原
朔
太
郎

や
室
生
犀
星
ら
が
映
画
に
詩
的
性
格
を
見
出
し
︑
寺
田
寅
彦
が
﹁
動
的
な
構
成

法
﹂
に
お
い
て
映
画
は
﹁
俳
諧
連
句
﹂︵﹃
映
画
芸
術
﹄
昭
�
・
�㊱
︶
に
近
い
と

論
じ
た
よ
う
に
︑
こ
の
視
座
か
ら
も
映
画
的
言
語
に
つ
い
て
考
察
で
き
よ
う
︒

脚
本
﹁
月
の
囁
き
﹂
の
執
筆
︑
ま
た
﹁
読
物
﹂
と
し
て
修
正
す
る
も
︑
脚
本

形
式
を
残
し
た
作
品
と
し
て
発
表
し
た
経
験
は
︑
小
説
表
現
の
枠
組
を
再
考
す

る
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
映
画
的
な
語
り
方
を
経
た
谷
崎
が
如
何
な

る
技
巧
を
小
説
に
活
か
し
た
か
︑
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

注①

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
﹂
53
︑
�
頁
～
13
頁
︑
平
18
・
�
・
�
︑
昭
和
文
学
会
︶
︒
明
里
氏
は

﹁
映
像
表
現
の
夢

︱
谷
崎
潤
一
郎
の
映
画
体
験
﹂
︵
﹁
金
蘭
国
文
﹂
�
︑
25
頁
～
47

頁
︑
平
15
・
�
・
10
︑
金
蘭
短
期
大
学
国
文
研
究
室
︶
で
も
︑
カ
ッ
ト
・
バ
ッ
ク
や

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
な
ど
を
駆
使
し
た
﹁
月
の
囁
き
﹂
の
尖
鋭
的
表
現
を
評
価
し
て
い

る
︒

②

永
嶺
重
敏
﹃
怪
盗
ジ
ゴ
マ
と
活
動
写
真
の
時
代
﹄
第
三
章
：
ジ
ゴ
マ
探
偵
小
説
︑

氾
濫
す
る
！
︑
102
頁
～
126
頁
︵
平
18
・
�
・
20
︑
新
潮
社
︶

③

柴
田
希
﹁
映
画
と
小
説
の
異
種
混
交

ハ

イ

ブ

リ

ッ

ド

メ
デ
ィ
ア

︱
大
正
期
映
画
物
語
本
﹂︵﹁
リ

谷
崎
潤
一
郎
﹁
月
の
囁
き
﹂
考

四
九



テ
ラ
シ
ー
史
研
究
﹂
�
︑
23
頁
～
32
頁
︑
平
25
・
�
・
20
︑
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究

会
︶

④

岩
本
憲
児
﹁
雑
誌
﹃
活
動
画
報
﹄
解
説
﹂︵
牧
野
守
監
修
﹃
日
本
映
画
初
期
史
料

集
成
﹄
�
所
収
︑
�
頁
～
13
頁
︑
平
�
・
�
・
28
︑
三
一
書
房
︶

⑤

岸
松
雄
﹁
解
説
﹂︵
シ
ナ
リ
オ
作
家
協
会
編
﹃
日
本
シ
ナ
リ
オ
大
系
﹄
�
所
収
︑

794
頁
～
812
頁
︑
昭
48
・
10
・
25
︑
マ
ル
ヨ
ン
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
シ
ナ
リ
オ
文
庫
︶

⑥

谷
崎
潤
一
郎
﹁
改
造
を
要
す
る
日
本
の
活
動
写
真
﹂︵﹁
読
売
新
聞
﹂
大
�
・
	
・

�
︑
�
頁
︑
読
売
新
聞
社
︶︒
全
集
未
収
録
︒
永
栄
啓
伸
﹁
谷
崎
潤
一
郎
と
映
画
に

つ
い
て

︱
全
集
未
収
録
逸
文
を
中
心
に

︱
﹂︵﹃
谷
崎
潤
一
郎
論

伏
流
す
る
物

語
﹄
所
収
︑
229
頁
～
245
頁
︑
平
�
・
�
・
30
︑
双
文
社
出
版
︶
に
拠
っ
た
︒

⑦

帰
山
教
正
﹃
活
動
写
真
劇
の
創
作
と
撮
影
法
﹄
第
一
章
︑
�
頁
～
24
頁
︑
第
四
章
︑

41
頁
～
88
頁
︵
大
�
・
�
・
25
︑
正
光
社
︶

⑧

近
藤
伊
與
吉
﹁
映
画
劇
の
筋
書
と
脚
本
の
書
き
方
﹂︵﹁
活
動
倶
楽
部
﹂
�
︱

12
︑

42
頁
～
44
頁
︑
大
�
・
12
・
�
︑
活
動
倶
楽
部
社
︶

⑨

新
藤
兼
人
﹁
シ
ナ
リ
オ
誕
生
前
後
﹂︵﹃
日
本
シ
ナ
リ
オ
史
﹄
上
巻
所
収
︑
�
頁
～

55
頁
︑
平
�
・
10
・
31
︑
岩
波
書
店
︶

⑩

編
集
局
﹁
★
谷
崎
潤
一
郎
氏
原
作
★
栗
原
ト
ー
マ
ス
氏
監
督

映
画
脚
本

﹃
ア
マ
チ
ユ

ア
倶
楽
部
﹄
の
掲
載
に
就
て
﹂︵﹁
活
動
雑
誌
﹂
�
︱

�
︑
138
頁
～
139
頁
︑
大
10
・

�
・
�
︑
活
動
雑
誌
社
︶

⑪

谷
崎
潤
一
郎
﹁
私
の
最
初
の
映
画
ア
マ
チ
ユ
ア
倶
楽
部
﹂︵﹁
読
売
新
聞
﹂
大
�
・

11
・
21
︑
�
頁
︑
読
売
新
聞
社
︶
全
集
未
収
録
︒
前
掲
︑
永
栄
書
に
拠
っ
た
︒

⑫

前
掲
明
里
論
︑
山
中
剛
史
﹁
大
正
活
映
に
お
け
る
谷
崎
潤
一
郎
﹂︵﹃
ア
ウ
リ
オ
ン

叢
書
08

映
画
と
文
学
﹄
所
収
︑
51
頁
～
64
頁
︑
平
22
・
12
・
�
︑
白
百
合
女
子
大

学
言
語
・
文
学
研
究
セ
ン
タ
ー
︶︒
ま
た
田
代
慶
一
郎
﹁
大
正
の
ロ
マ
ン
﹂︵
宮
田
登

編
﹃
大
正
感
情
史
﹄
第
三
章
︑
107
頁
～
153
頁
︑
昭
54
・
10
・
�
︑
日
本
書
籍
︶︑
佐

相
勉
﹃
�
�
�
�

溝
口
健
二
﹃
血
と
霊
﹄﹄
第
三
章
：﹃
血
と
霊
﹄︑
113
頁
～
181
頁

︵
平
�
・
12
・
20
︑
筑
摩
書
房
︶
も
﹁
月
の
囁
き
﹂
の
怪
奇
的
幻
想
性
︑
先
駆
性
を

評
価
し
た
︒

⑬

無
署
名
﹁
大
正
活
映
近
況
﹂
︵﹁
キ
ネ
マ
旬
報
﹂
55
︑
�
頁
︑
大
10
・
�
・
�
︑
黒

甕
社
︶

⑭

︻
図
Ⅰ
︼
︵
�
︱

�
︑
92
～
93
頁
︶
︑
︻
図
Ⅱ
︼
︵
�
︱

�
︑
56
～
57
頁
︶
な
ど
︒

【図Ⅰ】連載第一回。岩の上に横たわる綾子。 🄒弥生美術館
「上半身。C、U。（やはり逆しまに写す）」ショット。

【図Ⅱ】連載第二回扉絵。 🄒弥生美術館
満月の晩、章吉の首に鎖を掛ける綾子のイメージ。

谷
崎
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⑮

谷
崎
潤
一
郎
﹁
映
画
の
将
来
﹂︵﹁
現
代
公
論
﹂
�
︱

�
︑
131
頁
～
133
頁
︑
大
10
・

�
・
�
︑
現
代
公
論
社
︶
全
集
未
収
録
︒
資
料
は
山
中
剛
史
氏
に
ご
提
供
頂
い
た
︒

⑯

種
田
和
加
子
﹁
映
画
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
読
む

︱
顔
の
変
容
︑
あ
る
い
は
呼
び

交
わ
す
情
感
﹂︵﹁
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹂
53
︱

17
︑
22
頁
～
30
頁
︑
平
20
・

12
・
10
︑
學
燈
社
︶︑
坪
井
秀
人
﹃
感
覚
の
近
代
﹄
第
Ⅰ
部
第
五
章
：
山
と
シ
ネ
マ

と

︱
︿
故
郷
を
失
っ
た
文
学
﹀
と
ス
ク
リ
ー
ン
の
中
の
異
界

︱
︑
102
頁
～
126
頁

︵
平
18
・
�
・
28
︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︶
な
ど
︒

⑰

友
田
悦
生
﹁
芥
川
龍
之
介
と
前
衛
芸
術

︱
シ
ナ
リ
オ
﹁
誘
惑
﹂﹁
浅
草
公
園
﹂

を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂︵﹁
立
命
館
文
學
﹂
517
︑
18
頁
～
38
頁
︑
平
�
・
�
・
20
︑
立
命

館
大
学
人
文
学
会
︶

⑱

野
々
宮
翠
萍
﹁
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ツ
プ
の
研
究

大

写

ク
ロ
ー
ズ
ア
ツ
プ

の
効
果
﹂︵﹁
活
動
倶
楽

部
﹂
�
︱

�
︑
26
頁
～
27
頁
︑
大
�
・
�
・
�
︑
活
動
倶
楽
部
社
︶

⑲

邦
訳
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ア
ベ
ル
ヒ
﹃
映
画
劇

そ
の
心
理
学
と
美
学
﹄
第
四
章
：
注

意
︑
73
頁
～
93
頁
︵
久
世
昴
太
郎
訳
︑
大
13
・
�
・
15
︑
大
村
書
店
︶

⑳

ト
ム
・
ガ
ニ
ン
グ
﹁
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
画

︱
初
期
映
画
と
そ
の
観
客
︑
そ

し
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
﹂︵
中
村
英
之
訳
︒
長
谷
正
人
︑
中
村
英
之
編
﹃
ア
ン

チ
・
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

沸
騰
す
る
映
像
文
化
の
考
古
学

ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー

﹄
第
�
章
︑
303
頁
～
315
頁
︑

平
15
・
�
・
25
︑
東
京
大
学
出
版
会
︶

㉑

ベ
ラ
・
バ
ラ
ー
ジ
ュ
﹁
映
画
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
た
め
の
ス
ケ
ッ
チ
﹂﹁
表
情

の
動
き
﹂︵
佐
々
木
基
一
︑
高
村
宏
訳
﹃
視
覚
的
人
間

映
画
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
﹄

所
収
︑
73
頁
～
82
頁
︑
昭
61
・
12
・
16
︑
岩
波
書
店
︶

㉒

時
間
芸
術
で
あ
る
映
画
こ
そ
﹁
特
権
的
な
瞬
間
を
現
出
さ
せ
る
﹂
と
︑﹁
金
色
の

死
﹂
の
議
論
に
映
画
を
接
続
し
た
山
中
剛
史
氏
の
指
摘
︵﹁
谷
崎
潤
一
郎
﹁
金
色
の

死
﹂
に
お
け
る
レ
ッ
シ
ン
グ
批
判
に
つ
い
て
﹂﹁
藝
文
攷
﹂
�
︑
111
頁
～
130
頁
︑
平

15
・
�
・
�
︑
日
本
大
学
大
学
院
芸
術
学
研
究
科
文
芸
学
専
攻
︶
は
重
要
で
あ
る
︒

㉓

細
川
光
洋
﹁
谷
崎
潤
一
郎
イ
メ
ー
ジ
考

月
﹂︵﹁
國
文
学

解
釈
と
教
材
の
研

究
﹂
43
︱

�
︑
129
頁
︑
平
10
・
	
・
10
︑
學
燈
社
︶

㉔

D
re
a
m
s,
b
y
H
e
n
ri
B
e
rg
so
n
;
tra
n
sla
te
d
,
w
ith
a
n
in
tro
d
u
c
tio
n
,
b
y

E
d
w
in
S
lo
sso
n
.
N
e
w

Y
o
rk
,
B
.W
.H
u
e
b
sc
h
,
1
9
1
4
.を
参
照
し
た
︒
谷
崎
の

抄
訳
に
つ
い
て
は
細
江
光
﹁
谷
崎
潤
一
郎
全
集
逸
文
紹
介
�
﹂︵
﹁
甲
南
国
文
﹂
38
︑

61
頁
～
81
頁
︑
平
�
・
�
・
15
︑
甲
南
女
子
大
学
国
文
学
会
︶
に
詳
し
い
︒

㉕

川
本
三
郎
﹃
大
正
幻
影
﹄
	
：
文
士
が
映
画
と
出
会
う
と
き
︑
95
頁
～
125
頁
︵
平

20
・
�
・
16
︑
岩
波
書
店
︶

㉖

権
田
保
之
助
﹃
活
動
写
真
の
原
理
及
応
用
﹄
第
六
章
︑
341
頁
～
436
頁
︵
大
�
・

10
・
18
︑
内
田
老
鶴
圃
︶

㉗

こ
の
光
線
の
刺
激
に
関
し
て
は
高
橋
世
織
﹁
め
ま
い
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

︱
谷

崎
と
朔
太
郎
﹂
︵﹃
感
覚
の
モ
ダ
ン

︱
朔
太
郎
・
潤
一
郎
・
賢
治
・
乱
歩
﹄
所
収
︑

117
頁
～
128
頁
︑
平
15
・
12
・
25
︑
せ
り
か
書
房
︶
に
指
摘
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
盲
目
﹂

の
視
界
と
繋
げ
て
論
じ
た
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

︱
谷
崎
潤
一
郎
の
プ
ラ
ト
ン
受
容
と
そ
の
映
画
的
表
現

︱
﹂︵﹁
日

本
近
代
文
学
﹂
88
︑
65
頁
～
80
頁
︑
平
25
・
	
・
15
︑
日
本
近
代
文
学
会
︶
か
ら
も

示
唆
を
得
た
︒

㉘

葉
山
三
千
子
﹁
活
動
写
真
一
人
一
話

人
工
光
線
と
馬
鈴
薯
﹂
︵﹁
活
動
雑
誌
﹂
�

︱

�
︑
82
頁
～
83
頁
︑
大
10
・
�
・
�
︑
活
動
雑
誌
社
︶

㉙

長
谷
正
人
﹁
大
正
期
日
本
に
お
け
る
映
画
恐
怖
症

︱
ジ
ゴ
マ
︑
夢
遊
病
︑
ご
っ

こ
遊
び
﹂︵
吉
見
俊
哉
︑
土
屋
礼
子
編
﹃
大
衆
文
化
と
メ
デ
ィ
ア
﹄
第
�
章
︑
62
頁

～
85
頁
︑
平
22
・
�
・
31
︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︶︒
た
だ
し
長
谷
氏
は
主
に
子
供
の

例
を
論
じ
て
い
る
︒

㉚

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
シ
=
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
﹃
見
る
こ
と
の
狂
気

︱
バ

ロ
ッ
ク
美
学
と
眼
差
し
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
﹄︵
谷
川
渥
訳
︑
平
�
・
�
・
15
︑
あ

り
な
書
房
︶

㉛

活
狂
生
﹁
活
動
写
真
の
取
締
﹂︵﹃
大
正
十
三
四
年
度

映
画
年
鑑
﹄
所
収
︑
68
頁

谷
崎
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一
郎
﹁
月
の
囁
き
﹂
考

五
一



～
78
頁
︑
92
頁
～
94
頁
︑
大
14
・
�
・
13
︑
東
京
朝
日
新
聞
社
︶
を
参
照
し
た
︒

㉜

前
掲
永
嶺
書
︑
第
五
章
：
ジ
ゴ
マ
︑
上
映
禁
止
と
な
る
！

︑
145
頁
～
169
頁
︒
一

方
で
弟
の
谷
崎
終
平
は
﹁
条
件
が
無
理
﹂
だ
っ
た
と
推
測
︵﹃
懐
か
し
き
人
々

︱

兄
潤
一
郎
と
そ
の
周
辺
﹄
第
三
章
︑
46
頁
～
63
頁
︑
平
�
・
�
・
15
︑
文
藝
春
秋

社
︶︒
前
掲
田
代
論
は
ド
イ
ツ
映
画
的
﹁
高
踏
性
﹂
に
﹁
会
社
側
が
難
色
を
示
し
た
﹂

か
︑
ロ
ケ
撮
影
の
都
合
が
つ
か
ず
見
送
ら
れ
た
と
考
察
し
た
︒

㉝

石
川
巧
﹁
方
法
と
し
て
の
レ
ー
ゼ
・
ド
ラ
マ
﹂︵﹁
日
本
近
代
文
学
﹂
51
︑
179
頁
～

194
頁
︑
平
�
・
10
・
15
︑
日
本
近
代
文
学
会
︶

㉞

十
重
田
裕
一
﹁
映
画
に
触
発
さ
れ
た
文
体
の
諸
相

︱
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
一
側

面
﹂︵﹁
文
体
論
研
究
﹂
40
︑
73
頁
～
85
頁
︑
平
�
・
�
・
25
︑
日
本
文
体
論
学
会
︶︒

十
重
田
論
に
よ
る
と
︑﹁
断
截
﹂
は
板
垣
鷹
穂
﹁
文
学
と
機
械
文
明
﹂︵
昭
	
・
�
︶︑

﹁
連
続
﹂
は
折
戸
彫
夫
﹁
シ
ネ
ポ
エ
ム
の
詩
学
的
建
築
︵
上
︶

︱
断
片
と
し
て

︱
﹂︵
昭
�
・
�
︶
が
指
摘
し
た
映
画
の
特
徴
︒

㉟

伊
藤
整
﹁
解
説
﹂︵
前
掲
﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
第
11
巻
所
収
︑
233
頁
～
238
頁
︶

㊱

寺
田
寅
彦
﹃
岩
波
講
座
日
本
文
学

映
画
芸
術
﹄﹁
映
画
と
連
句
﹂
の
項
︑
17
頁

～
21
頁
︵
昭
�
・
�
・
15
︑
岩
波
書
店
︶

︹
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
56
・
	
・
25
～
昭
58
・
11
・
10
︑
中
央
公
論

社
︶
を
底
本
と
し
た
︒
引
用
の
際
︑
傍
点
を
省
略
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
︑
漢
字

は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
︒
映
画
の
デ
ー
タ
は
︑
世
界
映
画
史
研
究
会

編
﹃
舶
来
キ
ネ
マ
作
品
事
典
﹄
全
四
巻
︵
平
�
・
�
・
20
︑
科
学
書
院
︶︑

T
h
e
In
te
rn
e
t
M
o
v
ie
D
a
ta
b
a
se︵
h
ttp
://
w
w
w
.im
d
b
.c
o
m
/︶
を
も
と

に
調
査
し
た
︒
な
お
本
稿
は
日
本
文
学
協
会
第
三
十
四
回
研
究
発
表
大
会
︵
平

25
・
�
・
12
︑
い
わ
き
明
星
大
学
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
︑
加
筆
・
修
正
を

施
し
た
も
の
で
あ
る
︒
発
表
に
対
し
て
ご
教
示
を
頂
戴
し
た
こ
と
に
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
資
料
を
ご
提
供
く
だ
さ
っ
た
山
中
剛
史
氏
に
も
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

谷
崎
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一
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﹁
月
の
囁
き
﹂
考

五
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