
谷
崎
潤
一　
　
　
郎
『
秘
密
」

1
無
限
に
意
味
を
生
む

「
世
界
」
へ
向
け
て
ー

臼
　
居
　
太
美
恵

　
谷
崎
の
初
期
作
品
は
、
そ
の
織
糸
の
幾
本
か
が
、
盲
目
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
な
ど
我
々
の
日
常
か
ら
一
種
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
ま
り
に
強
烈
な
色
彩
を
持
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
そ
の
色
彩
の
み
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
結
果

「
少
年
」
に
も
っ
と
も
典
型
的
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
閉
ざ
さ
れ
た
特
殊
な
世
界
1
「
異
界
」
1
に
の
み
可
能
な
観
念
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

世
界
の
夢
想
と
い
う
よ
う
な
印
象
が
生
じ
や
す
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
実
と
の
間
に
厚
い
壁
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実

の
抑
圧
か
ら
逃
れ
う
る
避
難
所
で
あ
っ
て
、
現
実
と
真
っ
向
か
ら
向
き
合
っ
て
自
我
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
働
き
の
場

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
大
人
に
な
っ
た
「
少
年
」
の
語
り
手
が
「
西
洋
館
へ
は
其
れ
切
り
一
度
も
行
か
な
か
っ
た
。
」
と
マ
ゾ
ヒ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
快
楽
の
世
界
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
隔
絶
さ
れ
た
「
子
供
の
王
国
」
で
の
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語

の
終
に
告
げ
て
、
物
語
世
界
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
そ
れ
は
表
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
「
秘
密
」
と
い

う
作
品
は
少
々
趣
を
異
に
す
る
。
　
「
秘
密
」
も
ま
た
、
女
装
、
秘
密
、
盲
目
、
迷
宮
、
閉
ざ
さ
れ
た
妾
宅
で
の
密
会
な
ど
強
烈
な

色
彩
の
織
糸
が
ふ
ん
だ
ん
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
色
彩
は
そ
の
強
烈
さ
に
よ
っ
て
、
お
な
じ
み
の
観
念
的
世
界
と
し
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て
の
あ
の
「
異
界
」
に
見
え
る
も
の
を
作
り
上
げ
る
。
だ
が
実
は
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
が
巧
み
に
用
意
し
た
戦
略
で
あ
り
、
そ
の
織

糸
の
色
彩
が
強
烈
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
蔭
に
隠
れ
て
し
ま
う
も
う
一
つ
の
織
糸
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
巧
み
に
取
り
込
ん
で
む

し
ろ
「
現
実
」
に
む
け
て
開
か
れ
た
世
界
を
織
り
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
逆
説
的
な
転
換
を
可
能
に
す
る
そ
の
織
糸

こ
そ
が
「
語
り
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
戦
略
的
と
す
ら
思
え
る
ほ
ど
強
烈
な
そ
の
色
彩
に
ま
ず
は
目
を
奪
わ
れ
な
が
ら
、
テ
ク
ス

ト
が
い
「
か
に
「
現
実
的
」
な
世
界
を
開
い
て
い
く
か
を
見
て
い
き
た
い
。

1

「
秘
密
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
そ
も
そ
も
『
秘
密
』
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
「
だ
れ
か
に
見
付
け
ら
れ
る
た
め
に
こ
そ
（
小
森
陽
一
氏
）
」
存
在
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
見
付
け
ら
れ
た
瞬
間
に
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
う
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
存
在
で
あ
る
。
　
「
秘
密
」

の
存
在
条
件
に
は
常
に
外
部
が
参
与
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
　
「
秘
密
」
は
外
部
（
だ
れ
か
ー
客
体
）
と
対
立
す
る
も

の
と
し
て
の
内
部
（
主
体
）
に
、
一
つ
の
閉
じ
た
「
意
味
存
在
」
と
し
て
安
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
常
に
開
か
れ
て

い
る
。
だ
が
そ
の
一
方
、
そ
の
外
部
が
想
像
力
的
に
作
ら
れ
て
い
る
「
内
部
化
さ
れ
た
外
部
」
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

は
常
に
閉
じ
て
い
る
。
そ
の
閉
じ
て
い
る
と
同
時
に
開
か
れ
た
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
体
系
に
お
い
て
、
無
限
に
差
異
を
生
産
し
て

い
く
運
動
こ
そ
が
、
　
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
ろ
う
。
（
こ
こ
に
「
シ
ス
テ
ム
」
と
定
義
す
る
の
は
、
「
秘
密
」
の
運
動
性
と
い

う
こ
と
と
非
常
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
あ
く
ま
で
も
運
動
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、

「
秘
密
」
と
し
て
の
「
秩
序
」
を
成
り
立
た
せ
う
る
と
い
う
そ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
特
質
を
表
わ
す
た
め
に
、
こ
こ
で
は
あ
え
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て
「
シ
ス
テ
ム
」
と
表
記
す
る
。
）
「
秘
密
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
形
で
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の

が
T
女
で
あ
る
。
彼
女
は
「
毎
日
身
な
り
を
換
へ
」
る
こ
と
、
　
「
三
十
分
も
一
時
間
も
、
時
と
す
る
と
一
時
間
半
も
が
ら
が
ら
と

市
外
を
走
っ
」
て
「
私
」
を
家
に
連
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
異
を
生
産
す
る
。
　
「
秘
密
の
女
」
と
し
て
の
T
女
は
、
忠
実

に
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
を
生
成
し
続
け
て
い
る
わ
け
で
、
　
「
秘
密
」
を
求
め
る
「
私
」
に
は
似
つ
か
わ
し
い
女
で
あ
る
。
だ
が

「
私
」
は
T
女
の
秘
密
を
あ
ば
く
こ
と
で
彼
女
を
捨
て
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
関
係
の
終
了
と
と
も
に
「
私
」
の
「
秘
密
」
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
ゲ
ー
ム
・
オ
ー
バ
ー
」
を
迎
え
る
と
い
う
図
式
が
、
多
少
の
相
違
は
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
「
秘
密
」
論
の
支
配
的
傾
向
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
万
事
解
決
と
す
る
に
は
、
　
「
秘
密
」
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
シ
ス
テ
ム
を
「
標
題
」
に
据
え
た
こ
の
テ
ク
ス

ト
が
内
包
し
て
い
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
あ
ま
り
に
複
雑
多
岐
な
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
「
私
」
と
い
う
一
人
称
の
語
り
手
の
回
想
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
　
「
私
の
心
は
だ
ん
だ
ん
『
秘
密
』
な
ど
玉
云
ふ
手
ぬ

る
い
淡
い
快
感
に
満
足
し
な
く
な
つ
て
、
も
ッ
と
色
彩
の
濃
い
、
血
だ
ら
け
な
歎
樂
を
も
と
め
る
や
う
に
傾
い
て
行
つ
た
。
」
と

い
う
テ
ク
ス
ト
の
終
り
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
「
秘
密
」
が
裏
切
ら
れ
、
読
者
に
色
裾
せ
た
印
象
を
与
え
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ま
う
と
指
摘
す
る
評
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ぽ
遠
藤
祐
氏
は
、
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
「
破
綻
」
は
「
当
初
か
ら
作
者
の
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

算
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
　
「
〈
芸
術
的
空
想
力
〉
を
重
視
し
て
、
〈
現
実
〉
よ
り
も
〈
空
想
〉
に
優
位
を
認
め
」

る
「
〈
真
の
浪
漫
主
義
者
V
」
と
し
て
「
従
来
の
芸
術
か
ら
一
歩
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
自
己
の
姿
勢
」
を
示
す
も
の
と
積
極

的
に
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
　
「
破
綻
」
し
た
「
秘
密
」
を
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
再
度
「
回
想
」
し
、
語
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
に
は
弱
す
ぎ
る
解
答
で
は
な
い
か
。
三
人
称
で
な
く
あ
く
ま
で
も
一
人
称
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
増
大
す
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、
計
算
さ
れ
た
も
の
と
し
て
提
示
す
る
に
は
、
単
に
「
芸
術
的
空
想
力
」
で
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は
説
明
し
切
れ
な
い
憾
み
が
残
る
。

　
第
二
に
「
私
」
は
な
ぜ
「
田
端
の
方
」
に
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
語
の
始
ま
り
で
、
　
「
私
」
は
「
澁
谷
だ
の
大

久
保
だ
の
と
云
ふ
郊
外
へ
隠
遁
す
る
よ
り
も
、
却
っ
て
市
内
の
何
虜
か
に
人
の
心
づ
か
な
い
不
思
議
な
さ
び
れ
た
所
が
あ
る
だ
ら

う
と
思
っ
て
」
松
葉
町
に
居
を
構
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
物
語
の
終
り
で
は
、
あ
え
て
渋
谷
・
大
久
保
と
同
じ
「
郊
外
」
へ
赴

く
と
い
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
一
見
、
　
「
内
」
か
ら
「
外
」
へ
と
い
う
対
立
の
図
式
を
、
テ
ク
ス
ト
の
枠
組
と
し
て
い
と

も
簡
単
に
定
着
さ
せ
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
対
立
の
図
式
は
、
い
わ
ゆ
る
「
勧
善
懲
悪
」
的
物
語
に
代
表
的
に
表
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
読
老
に
定
着
し
て
い
る
お
な
じ
み
の
物
語
の
枠
組
だ
か
ら
だ
。
実
際
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
あ
ま
り
に
も
あ
か
ら
さ
ま
に

「
内
」
と
「
外
」
の
対
立
が
現
わ
れ
る
。
　
「
私
」
が
隠
れ
る
真
言
宗
の
寺
の
室
内
の
閉
じ
ら
れ
た
空
間
、
女
装
に
よ
る
着
物
の
内

側
の
秘
密
、
同
じ
所
を
ぐ
る
ぐ
る
と
廻
っ
て
円
環
を
作
る
伸
、
T
女
の
家
の
内
側
の
秘
密
と
暴
か
れ
た
外
側
か
ら
の
視
線
等
玉
。

だ
が
一
方
、
そ
う
し
た
、
い
わ
ゆ
る
提
示
さ
れ
た
「
伏
線
」
が
簡
単
で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
、
な
に
か
そ
れ
に
対
す
る
「
裏
切
り
ー

ど
ん
で
ん
返
し
」
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
裏
切
っ
て
し
ま
う
と
い
う
探
偵
小
説
の
常
套
手
段
の
枠
組
も
、
こ
の
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ク
ス
ト
は
容
易
に
持
ち
う
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
探
偵
小
説
の
枠
組
を
予
感
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
実
際
、
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
戦
略
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
読
者
を
巻
き
込
ん
で
、
　
「
秘
密
」
の
世
界
を
大
体
定
着
し
て

き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
始
点
と
終
点
の
同
一
性
に
よ
る
円
環
構
造
、
　
「
女
装
」
の
身
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

導
き
出
さ
れ
る
想
像
力
的
に
仮
構
さ
れ
た
「
ピ
9
。
げ
団
鼠
暮
ゴ
ー
異
界
」
と
し
て
の
都
市
空
間
。
そ
れ
ら
は
テ
ク
ス
ト
の
提
示
す
る
言

説
を
ま
さ
に
「
正
し
く
」
構
築
し
て
い
る
、
い
わ
ぽ
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
の
解
釈
と
い
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に

「
秘
密
」
と
い
う
作
品
は
こ
れ
以
上
に
差
異
化
し
て
い
く
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
印
象
す
ら
与
え
る
。
そ
れ
だ
け
「
秘
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

密
」
の
世
界
は
閉
じ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
終
に
関
し
て
、
亀
井
秀
雄
氏
が
「
谷
崎
は
自
分
の
『
芸
術
』
を
守
る
た
め

に
、
近
代
的
な
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ソ
に
違
和
す
る
身
体
に
取
り
葱
く
女
性
幻
想
を
繰
り
返
し
て
作
り
出
す
ほ
か
は
な
く
、
巧
緻
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

物
語
を
編
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
」
と
言
い
、
小
森
陽
一
氏
が
、
「
私
」
の
後
を
継
ぐ
も
の
と
し
て
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」

の
郷
田
へ
と
論
を
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
「
閉
じ
た
」
世
界
を
何
と
か
開
か
れ
た
も
の
へ
と
し
て
い
こ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
、
読
者
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
表
わ
れ
と
す
ら
見
え
て
く
る
。
し
か
し
私
に
は
、
テ
ク
ス
ト
が
「
閉
じ
て
い
る
こ
と
」
を

戦
略
的
に
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
「
開
か
れ
た
も
の
」
に
し
て
い
る
事
情
を
、
探
偵
小
説
の
枠
組
が
示

唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
ワ
ト
ソ
ン
や
ジ
ョ
ー
ソ
ズ
警
部
に
は
至
極
簡
単
に
見
え
た
事
件

の
枠
組
が
、
彼
等
に
は
見
え
な
い
も
の
を
見
る
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
手
際
に
よ
っ
て
複
雑
な
綾
あ
る
事
件
と
し
て
解
明

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

さ
れ
、
閉
ざ
さ
れ
た
密
室
が
開
か
れ
て
い
く
か
の
よ
う
に
。
そ
の
た
め
に
は
我
々
読
者
も
一
探
偵
と
し
て
、
閉
じ
た
枠
組
を
形
成

す
る
べ
く
指
示
さ
れ
た
戦
略
の
破
れ
目
を
見
付
け
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

「
私
」
の
生
成
す
る
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
と
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

　
ま
ず
は
「
私
」
に
よ
っ
て
想
像
力
的
に
仮
構
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
「
異
界
」
の
問
題
で
あ
る
。
　
「
異
界
」
と
い
う
概
念
は

特
に
都
市
小
説
の
解
釈
に
お
い
て
少
々
濫
用
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
だ
。
　
「
私
」
が
作
る
の
は
本
当
に
「
異
界
」
な
の
か
。
そ
も

そ
も
「
異
界
」
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
い
か
な
る
性
質
を
持
っ
た
も
の
な
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
私
」
は
「
今
迄
自
分
の
身
の
ま
は
り
を
裏
ん
で
居
た
賑
や
か
な
雰
園
氣
を
遠
ざ
か
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
關
係
で
交
際
を
績
け
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て
居
た
男
や
女
の
圏
内
か
ら
、
ひ
そ
か
に
逃
れ
出
よ
う
と
思
」
い
、
松
葉
町
に
行
き
、
そ
し
て
女
の
着
物
を
「
纏
う
」
。
一
見
「
私
」

は
「
社
会
的
自
己
同
一
性
を
持
た
な
い
」
た
め
に
、
想
像
力
に
よ
っ
て
自
己
の
閉
じ
ら
れ
た
空
間
を
展
開
し
て
い
く
よ
う
に
見
え

る
。
日
本
中
を
旅
行
し
た
「
私
」
が
「
市
内
」
に
「
子
供
の
時
分
経
験
し
た
や
う
な
別
世
界
」
を
求
め
る
こ
と
も
、
　
「
社
会
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

移
動
す
る
方
向
性
を
喪
失
し
た
身
体
」
が
、
　
「
そ
の
内
部
に
想
像
力
的
に
外
部
を
つ
く
り
出
す
」
と
い
う
「
社
会
」
対
「
個
」
、

「
外
部
」
対
「
内
部
」
、
「
現
実
」
対
「
空
想
」
の
二
項
対
立
の
図
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
テ
ク
ス
ト
に

は
「
想
像
」
、
「
幻
覚
」
、
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
が
散
乱
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
直
ち
に
先
の
よ
う
な
対

立
項
を
生
ん
で
し
ま
う
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
問
題
は
「
私
」
の
世
界
を
受
け
止
め
る
意
識
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。
松
葉
町
以
前
と
以
後
で
そ
の
基
本
的
な
あ
り
方
は

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
も
「
裏
む
」
、
「
纏
う
」
と
い
っ
た
身
体
的
感
覚
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
私
」
に
と
っ
て
の
外
部

－
世
界
は
、
常
に
「
私
」
の
自
己
組
織
化
に
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
生
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
は
や
真
正

な
「
外
部
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
差
異
と
し
て
現
わ
れ
る
「
場
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
「
想
像
力
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

そ
の
「
構
成
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
自
分
を
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
経
験
す
る
」
両
義
的
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

体
を
現
前
す
る
も
の
と
し
て
働
く
。
そ
れ
に
対
し
て
「
内
部
に
仮
構
さ
れ
た
外
部
を
、
外
部
に
写
像
す
る
」
と
さ
れ
る
一
方
的
な

「
内
」
か
ら
の
行
為
は
、
世
界
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
意
識
的
自
我
に
よ
る
単
な
る
「
空
想
」
に
す
ぎ
ず
、
内
外
の
対
立
を
超
え
た
開

か
れ
た
身
体
に
生
き
る
「
私
」
を
意
識
の
壁
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
。
　
「
私
」
の
身
体
的
感
覚
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、

結
論
を
先
に
述
べ
て
し
ま
う
と
、
松
葉
町
以
前
と
以
後
で
は
「
私
」
の
世
界
は
変
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
何
も
変
わ

っ
て
い
な
い
の
だ
。
た
だ
世
界
を
構
成
す
る
諸
要
素
間
の
相
互
作
用
に
よ
る
意
味
（
差
異
）
生
産
が
我
々
に
変
化
の
幻
想
を
見
せ
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て
し
ま
う
だ
け
な
の
だ
。

　
「
私
」
が
外
界
の
刺
激
と
関
わ
っ
て
い
る
の
は
変
り
な
い
。
た
だ
そ
の
刺
激
が
い
か
に
「
内
部
化
」
さ
れ
る
か
に
違
い
が
あ

る
。
松
葉
町
以
前
の
「
私
」
に
は
外
界
の
刺
激
は
「
凡
べ
て
在
り
来
り
」
の
、
つ
ま
り
差
異
化
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
「
意
味
」
は
生
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
私
の
神
経
」
が
「
刀
の
擦
り
切
れ
た
や
す
り
の
や
う
に
、
鋭
敏
な
角
玉
が

す
っ
か
り
鈍
っ
て
」
い
る
た
め
な
の
だ
が
、
か
え
っ
て
こ
の
状
態
が
、
松
葉
町
以
後
の
「
私
」
の
、
世
界
と
の
新
た
な
関
わ
り
に

よ
る
意
味
（
差
異
）
生
産
を
可
能
に
す
る
の
だ
。
た
と
え
ぽ
「
私
」
の
女
装
で
あ
る
。
　
「
私
」
の
女
装
願
望
は
今
に
な
っ
て
始
ま

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
今
可
能
に
し
た
の
が
、
こ
の
「
擦
り
切
れ
た
や
す
り
」
の
よ
う
な
神
経
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
の
持
つ
意
味
は
、
女
装
に
よ
っ
て
「
私
」
が
自
己
を
重
層
的
に
差
異
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
「
私
」
が
女
の
着
物
を
「
纏
う
」
こ
と
、
　
「
甘
皮
を
一
枚
張
っ
た
」
よ
う
に
化
粧
を
す
る
こ
と
は
、
女
（
他
者
）
と
し
て
の

「
私
」
と
、
男
（
主
体
）
と
し
て
の
「
私
」
を
現
前
さ
せ
る
。
前
者
は
「
私
」
の
差
異
化
さ
れ
た
「
観
察
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、

後
者
は
そ
れ
を
「
観
察
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
纏
う
」
こ
と
は
「
私
」
と
「
世
界
（
他
老
）
」
の
第
一
の
境
界
設
定

を
す
る
。
こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
外
部
」
に
あ
る
べ
き
他
者
が
着
物
の
「
内
」
に
、
「
内
部
」
に
あ
る
べ
き
主
体
が
着
物
の
「
外
」

に
反
転
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
観
察
者
」
と
し
て
の
主
体
の
視
点
を
設
け
た
と
き
の
話
で
あ
る
。
「
私
」
は
「
凡

べ
て
普
通
の
女
の
皮
膚
が
味
は
ふ
と
同
等
の
鰯
感
を
與
へ
ら
れ
」
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
観
察
者
の
視
点
か
ら
言
え
ぽ
、
正
確
に

は
「
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
、
す
な
わ
ち
推
測
す
る
ほ
か
な
い
他
者
の
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
同
等
の
鰯
感
」
と
し
て
認
識

さ
れ
る
こ
と
は
、
女
（
他
者
）
の
身
体
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
男
（
主
体
）
が
触
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
男
と
し
て
の
私
」
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が
、
　
「
女
（
他
者
）
と
し
て
の
私
」
を
想
像
力
に
ょ
っ
て
構
成
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
他
老
の
身
体
に
お
い
て
主
体
の
感
覚
が
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
「
観
察
す
る
も
の
」
と
「
観
察
さ
れ
る
も
の
」
、
内
と
外
の
対
立
は
超
越
さ
れ
る
。
　
「
私
」
は
そ
の

経
験
を
「
衝
き
當
り
の
篤
眞
屋
の
玄
関
の
大
鏡
」
に
映
っ
た
「
鏡
像
」
（
他
老
）
と
し
て
の
「
私
1
1
女
（
他
者
）
と
し
て
の
私
」
と

い
う
形
で
更
に
差
異
化
し
つ
つ
、
更
に
強
化
さ
れ
た
形
で
繰
り
返
す
（
し
か
も
「
窟
眞
屋
」
と
い
う
無
限
な
る
「
他
者
と
し
て
の

私
」
を
複
製
す
る
場
所
で
）
。
そ
し
て
更
に
そ
の
眼
差
し
は
「
前
後
を
擦
れ
違
ふ
幾
人
の
女
の
群
れ
」
や
活
動
写
真
館
の
「
場
内

に
溢
れ
て
居
る
人
々
」
に
向
け
ら
れ
る
。
群
衆
が
鏡
と
同
様
の
役
割
を
担
う
の
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
　
「
私
」
は
そ
こ
で
自
分
に

向
け
ら
れ
る
眼
差
し
を
「
羨
ま
し
さ
う
」
、
「
珍
し
さ
う
」
、
「
物
欲
し
さ
う
」
と
い
う
よ
う
に
構
成
す
る
（
本
当
は
彼
等
も
T
女
と

同
じ
よ
う
に
「
私
」
が
男
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
て
「
私
ほ
ど
人
の
目
に
着
い
た
老
は
な
い
」
の
か
も
し
れ
な
い
の
に
）
。

「
私
」
は
こ
こ
で
も
「
他
者
」
を
構
成
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
他
者
の
眼
差
し
に
お
い
て
「
女
（
他
者
）
と
し
て
の
私
を
構
成
し

つ
つ
そ
こ
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
男
と
し
て
の
私
」
を
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
自
己
を
差
異
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
私
」

は
他
老
の
身
体
を
援
用
し
つ
つ
自
己
を
差
異
化
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
「
内
部
」
で
行
な
わ
れ
て
い
る
点
で
自

己
回
帰
的
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
こ
の
生
産
さ
れ
る
「
差
異
」
が
常
に
自
己
回
帰
的
に
次
な
る
差
異
の
生
産
へ
と
関
わ
っ
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を
よ
り
明
確
に
す
る

も
の
に
免
疫
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
。
そ
れ
は
閉
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
偶
然
新
し
い
抗
体
a
が
生
ず
る
と
、

そ
れ
自
体
が
異
物
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
抗
体
b
が
作
ら
れ
、
更
に
そ
れ
に
対
抗
す
る
抗
体
c
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う

よ
う
に
次
々
と
反
応
が
生
じ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
を
巡
回
し
、
収
束
し
て
免
疫
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
平
衡
状
態
に
達
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
生
じ
る
差
異
の
生
産
は
、
シ
ス
テ
ム
の
平
衡
状
態
の
偏
差
に
対
す
る
内
部
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か
ら
の
反
応
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
シ
ス
テ
ム
は
真
正
な
外
部
（
か
り
に
そ
れ
が
「
外
部
」
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

「
観
察
者
」
の
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
有
機
体
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
「
外
部
」
で
は
な
い
。
）
を
持
た
ず
、
閉
じ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
シ
ス
テ
ム
の
差
異
（
外
部
i
環
境
）
が
内
部
に
参
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム

は
開
か
れ
て
い
る
。
（
こ
の
外
的
な
要
素
〔
環
境
に
所
属
す
る
要
素
〕
の
痕
跡
を
シ
ス
テ
ム
に
も
た
ら
す
よ
う
な
内
的
要
素
を
「
揺

ら
ぎ
」
と
い
う
。
）
こ
の
開
放
性
が
閉
鎖
性
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
シ
ス
テ
ム
は
、
第

三
世
代
の
シ
ス
テ
ム
と
目
さ
れ
て
い
る
「
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
」
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
オ
ー
ト
ポ
イ
ェ
ー
シ
ス
と
は
、
　
「
自
律
性
、
個
体
性
、
境
界
の
自
己
設
定
、
入
力
と
出
力
の
不
在
と
い
う
四
点
」
を
特
徴
と
す

る
産
出
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
初
め
の
三
点
は
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
有
機
体
論
で
十
分
理
解
さ
れ
る
が
、
最

後
の
「
入
力
も
出
力
も
な
い
」
と
い
う
点
が
理
解
さ
れ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
特
徴
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
先
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
は
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
オ
ー
ト
ポ
イ
ェ
ー
シ
ス
．

シ
ス
テ
ム
が
観
察
者
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
有
機
体
の
内
的
な
視
点
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
、
閉
じ
て
い
る
と
同
時

に
開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
律
的
な
閉
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
静
的
な
秩
序
を

保
つ
と
と
も
に
、
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
差
異
を
生
産
し
、
そ
れ
が
ま
た
秩
序
化
さ
れ
る
と
い
う
多
様
性
に
満
ち
た
新
し

い
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
　
「
私
」
が
あ
る
「
秩
序
」
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が

見
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
　
「
私
」
が
繰
り
返
し
て
い
る
身
振
り
と
「
神
降
ろ
し
」
の
儀
式
と
の
類
似
性
を

指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
確
に
な
る
の
だ
。

　
大
澤
真
幸
氏
は
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
採
集
さ
れ
た
「
神
降
ろ
し
」
と
い
う
「
社
会
シ
ス
テ
ム
の
自
己
組
織
性
を
も
た
ら
す
技
術
」
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（
1
6
）

に
、
あ
く
ま
で
も
自
律
的
に
新
し
い
「
秩
序
（
規
範
）
」
が
「
揺
ら
ぎ
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
過
程
を
見
て
い
る
。
要
約
す
る
と
、

依
り
代
に
神
が
懸
い
て
い
る
状
態
を
「
痩
す
」
と
い
い
、
体
力
が
極
端
に
消
耗
し
て
い
る
状
態
を
表
わ
す
。
そ
れ
は
一
説
に
は

「
恥
し
」
を
語
源
に
す
る
と
い
わ
れ
、
　
「
恥
し
」
は
「
他
人
の
見
る
目
が
気
に
な
り
や
せ
細
る
状
態
」
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際

諏
訪
神
社
前
宮
の
祭
で
は
、
依
り
代
と
な
る
幼
童
が
「
精
進
小
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
シ
ト
ミ
戸
の
外
か
ら
絶
え
ず
見
つ
め
ら
れ

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
力
を
消
耗
さ
せ
ら
れ
、
つ
い
に
は
心
神
喪
失
に
追
い
込
ま
れ
る
。
心
神
喪
失
こ
そ
、
神
が
そ
の
身
体

に
想
依
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
」
る
。
氏
は
更
に
M
・
ポ
ソ
テ
ィ
に
お
け
る
「
身
体
」
の
求
心
的
、
遠

心
的
志
向
作
用
を
援
用
し
て
「
揺
ら
ぎ
」
の
状
態
を
説
明
し
つ
つ
、
そ
の
心
神
喪
失
の
状
態
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
他

者
の
眼
差
し
の
志
向
作
用
の
中
心
に
お
か
れ
た
（
求
心
化
）
依
り
代
が
、
徹
底
的
に
自
己
解
体
さ
れ
て
し
ま
う
ま
で
に
外
部
（
他

老
）
へ
と
遠
心
化
さ
れ
て
、
　
「
誰
で
も
な
い
身
体
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
誰
で
も
あ
る
身
体
」
が
現
前
す
る
。
そ
れ
は
「
他
者
と

し
て
の
本
性
（
他
者
性
）
を
純
化
さ
せ
た
他
者
」
で
あ
る
。
　
「
他
者
は
、
そ
の
空
虚
性
ゆ
え
に
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
同
一
性
を
規

定
す
る
任
意
の
規
範
に
対
す
る
外
部
で
も
あ
」
り
、
　
「
他
者
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
は
こ
の
よ
う
な
外
部
へ
の
通
路
を

開
い
て
も
い
る
わ
け
」
で
あ
る
。

　
「
私
」
が
女
装
に
よ
っ
て
現
前
し
た
の
は
、
正
に
こ
の
両
義
的
な
身
体
で
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
機
縁
と
な
っ
た
の
は
、
　
「
痩

し
」
の
状
態
と
も
言
え
る
、
神
経
の
擦
り
減
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
T
女
と
い
う
「
他
老
（
性
）
」
の
登
場
す
る

場
面
に
も
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
は
芝
居
小
屋
や
活
動
写
真
館
へ
と
夜
毎
出
か
け
て
い
く
。
　
「
在
り
来
り
の
都
會
の
歓
樂
」
に
は
何
の
感
興
も
わ
か
な
く

な
っ
て
い
た
「
私
」
を
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
場
所
へ
と
引
き
寄
せ
る
も
の
は
、
　
「
他
者
の
眼
差
し
」
と
活
動
写
真
の
刺
激
で
あ
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っ
た
。
「
闇
中
に
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
軋
み
な
が
ら
眼
ま
ぐ
る
し
く
開
展
し
て
行
く
映
叢
の
光
線
の
、
グ
リ
グ
リ
と
瞳
を
刺
す
度
毎
に
、

私
の
酔
っ
た
頭
は
破
れ
る
や
う
に
痛
」
む
。
そ
の
疲
弊
し
た
状
態
に
更
に
「
他
者
の
眼
差
し
」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
恥

（
痩
し
）
の
状
態
は
徹
底
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
段
階
を
経
た
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
「
私
の
左
隣
」
と
い
う
主
体
に
あ
ま
り

に
も
近
い
が
た
め
に
か
え
っ
て
見
え
な
い
場
所
に
、
　
「
い
つ
の
間
に
か
」
T
女
は
現
わ
れ
る
。
そ
の
現
わ
れ
方
は
、
こ
れ
ま
で
登

場
し
た
他
老
よ
り
も
更
に
徹
底
し
た
他
者
性
を
、
T
女
が
身
に
纏
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
「
私
」
が
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
他
者
は
、
「
前
後
を
擦
れ
違
」
っ
て
、
た
と
え
「
私
」
の
本
来
見
え
な
い
場
所
に
い
よ
う
と
も
、
「
鏡
」
に
映
る

こ
と
に
よ
っ
て
統
一
的
に
把
握
可
能
な
他
者
で
あ
り
、
「
階
下
の
群
衆
」
や
「
お
高
祖
頭
握
の
蔭
」
か
ら
「
身
廻
」
す
こ
と
の
で
き

る
、
や
は
り
統
一
的
に
把
握
可
能
な
他
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
T
女
は
、
　
「
私
」
に
は
完
全
に
見
え
な
い
部

分
（
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
、
い
わ
ぽ
「
私
」
の
内
に
在
る
「
他
老
性
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
の
表
象
と
し

て
突
然
現
わ
れ
る
。
（
そ
れ
は
突
然
鏡
を
見
せ
ら
れ
た
時
の
驚
き
と
戸
惑
い
に
も
似
て
い
る
。
）
そ
の
意
味
で
、
繰
り
返
し
強
調
さ

れ
る
T
女
の
宝
石
の
よ
う
に
輝
く
大
き
な
瞳
か
ら
「
私
」
に
注
が
れ
る
（
求
心
化
）
眼
差
し
は
、
　
「
私
」
の
自
己
同
一
性
を
解
体

さ
せ
る
ま
で
に
遠
心
化
さ
せ
、
拡
散
さ
せ
、
「
誰
で
も
な
い
身
体
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
T
女
が
繰
り
返
し
囁
く
「
…

》
昌
Φ
ω
8
阜
暮
冨
ω
け
…
」
と
い
う
、
主
客
も
、
受
動
か
能
動
か
も
分
か
ら
な
い
多
義
的
な
言
葉
、
そ
し
て
「
T
女
」
、
コ
≦
村
゜
ω
゜
閑
」

と
い
う
差
異
化
可
能
な
名
前
は
正
に
そ
の
状
況
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
T
女
は
「
私
の
内
に
あ
る
他
者
性
」
で
あ
る
こ
と

で
「
真
正
な
外
部
」
で
は
な
い
。
　
「
も
う
場
内
の
視
線
は
、
一
つ
も
私
の
方
に
注
が
れ
て
は
い
な
か
っ
た
」
と
ま
で
に
「
私
」
の

世
界
の
構
成
体
の
秩
序
を
揺
る
が
し
た
T
女
の
存
在
は
、
あ
く
ま
で
も
「
内
部
」
に
お
け
る
「
異
物
」
の
発
生
で
あ
る
。
　
「
嘗
て

は
自
分
が
弄
ん
で
恣
に
棄
て
二
し
ま
っ
た
女
」
と
い
う
「
私
」
の
言
葉
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
T
女
は
あ
く
ま
で
も
ゲ
ー
ム
の
構
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成
体
と
し
て
「
私
」
に
「
内
部
化
」
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
女
の
「
異
物
」
と
し
て
の
誕
生
を
「
征
服
」
す
る
た
め
に
、
　
「
私
」
は

新
し
い
抗
体
を
作
り
出
す
。
　
「
男
と
し
て
の
私
」
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
T
女
に
よ
っ
て
呼
び
戻
さ
れ
た
ロ
≦
磐
ω
゜
国
」
と
い

う
「
誰
で
も
な
い
身
体
と
し
て
の
私
」
な
の
だ
。
そ
う
し
て
「
私
」
は
秩
序
の
回
復
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
の
秩
序
が
「
秘
密
」

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
「
私
」
が
自
己
の
秘
密
の
シ
ス
テ
ム
を
作
動
し
続
け
る
た
め
に
は
、
女
装
の
秘
密

を
暴
い
た
T
女
を
「
征
服
」
し
、
　
「
内
部
化
」
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
T
女
の
秘
密
を
暴
く
こ
と
で
あ
る
。
T
女
は
目

隠
し
に
よ
っ
て
認
識
主
体
を
構
成
す
る
第
一
次
的
感
覚
と
し
て
の
「
視
覚
」
を
奪
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
前
す
る
「
身
体
的
世
界
」

が
秘
密
の
世
界
を
作
る
過
程
は
、
　
「
私
」
が
形
成
し
て
き
た
秘
密
の
現
わ
れ
方
と
同
様
で
あ
る
。
T
女
は
そ
う
し
て
道
筋
を
多
様

に
差
異
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
閉
ざ
さ
れ
た
家
（
内
部
）
を
開
か
れ
た
も
の
に
し
、
自
分
の
秘
密
の
シ
ス
テ
ム
に
「
私
」

を
内
部
化
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
だ
が
彼
女
は
秘
密
の
も
つ
も
う
一
つ
の
重
要
な
シ
ス
テ
ム
の
性
質
を
見
落
と
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
自
律
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
秘
密
」
は
、
差
異
化
の
運
動
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
そ
れ
が
あ
る
秩
序
（
規
範
）

を
形
成
し
も
す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
性
質
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
車
夫
の
走
っ
て
い
た
道
の
り
は
「
自
か
ら
」
一
定
し
て
来
て
、
私
は
い
つ
と
も
な
く
其
の
臨
梅
を
覚
え
込
ん
で
し
ま
」
う
。
秩

序
化
が
あ
く
ま
で
も
自
然
に
生
じ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
道
の
り
を
「
私
」

が
再
現
し
、
T
女
の
家
を
発
見
す
る
契
機
に
な
っ
た
の
が
「
印
形
屋
の
看
板
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
そ
れ
は
、
複
製
も
、
偽
造
も
、
無
限
の
差
異
化
も
可
能
で
あ
る
、
　
「
誰
で
も
な
い
」
と
同
時
に
「
誰
で
も
あ
り
う
る
」
私
と

　
　
　
　
　
（
1
7
）

し
て
の
「
印
鑑
」
を
生
産
す
る
「
場
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
社
会
シ
ス
テ
ム
の
秩
序
を
維
持
す
る
と
同
時
に
（
偽
造

可
能
で
あ
る
こ
と
で
）
揺
る
が
せ
も
す
る
と
い
う
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
の
だ
。
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T
女
の
家
を
発
見
し
た
「
私
」
は
、
今
ま
で
内
部
化
さ
れ
て
い
た
そ
の
家
を
外
側
か
ら
見
て
、
T
女
を
「
障
子
の
蔭
へ
隠
れ
」

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
「
征
服
」
し
、
内
部
化
す
る
。
　
「
私
」
は
女
の
名
前
も
境
遇
も
把
握
し
、
女
を
捨
て
る
。
そ
れ
は

過
去
に
お
い
て
上
海
へ
の
船
上
で
行
な
わ
れ
た
の
と
同
じ
身
振
り
で
あ
り
、
　
「
私
」
の
秘
密
の
差
異
化
の
運
動
は
、
こ
う
し
て
円

環
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
平
衡
化
し
、
自
己
回
帰
的
に
秩
序
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。

3

「
語
り
」
の
現
前
す
る
「
秘
密
」

学習院大学人文科学論集皿（1994）

　
こ
う
し
て
「
私
」
は
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
に
提
示
さ
れ
た
、
松
葉
町
以
前
の
平
衡
化
状
態
に
戻
っ
て
い
く
。
し
か
し
閉
じ
て
い
る

と
同
時
に
開
か
れ
て
い
る
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
は
こ
こ
で
膠
着
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
「
私
」
は
田
端
と
い
う
東
京
の
シ
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ム
に
内
部
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
郊
外
へ
そ
の
身
体
を
拡
張
さ
せ
て
い
き
、
そ
こ
で
も
う
「
満
足
し
な
く
な
つ
て
」
し
ま
っ
た
は
ず

の
こ
の
「
『
秘
密
』
な
ど
玉
云
ふ
手
ぬ
る
い
快
感
」
を
再
度
回
想
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
回
想
す
る
語
り
の
位
相
に
お
い
て
一
見

閉
じ
た
テ
ク
ス
ト
が
同
時
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
カ
ル
な
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
冒
頭
部
の
少
年
時
代
の
回
想
と
、
真
言
宗
の
寺
の
室
内
の
描
写
に
最
も
特
徴
的
に
表

わ
れ
て
い
る
。

　
　
（
ア
）

　
　
何
で
も
十
二
歳
の
頃
で
あ
つ
た
ら
う
。
父
と
一
緒
に
深
川
の
八
幡
様
へ
行
っ
た
時
、
「
こ
れ
か
ら
渡
し
を
渡
っ
て
、
冬
木
の
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
イ
）

　
市
で
名
代
の
ぞ
ぽ
を
御
馳
走
し
て
や
る
か
な
。
」
か
う
云
つ
て
、
父
は
私
を
境
内
の
社
殿
の
後
ろ
の
方
へ
連
れ
て
行
つ
た
事
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ウ
）

　
あ
る
。
其
威
に
は
小
網
町
や
小
舟
町
邉
の
堀
割
と
全
く
趣
の
違
つ
た
、
幅
の
狭
い
、
岸
の
低
い
、
水
の
一
杯
に
ふ
く
れ
上
が
つ
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て
ゐ
る
川
が
、
細
か
く
建
て
込
ん
で
ゐ
る
爾
岸
の
家
々
の
、
軒
と
軒
と
を
押
し
分
け
る
や
う
に
、
ど
ん
よ
り
と
物
憂
く
流
れ
て

　
　
　
（
エ
）

周
た
。
小
さ
な
渡
し
舟
は
、
川
幅
よ
り
も
長
さ
う
な
荷
足
り
や
傳
馬
が
、
幾
艘
も
縦
に
列
ん
で
ゐ
る
間
を
縫
い
な
が
ら
、
二
た

竿
三
竿
ぼ
か
り
ち
よ
う
ち
よ
う
と
往
復
し
て
居
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
オ
）

　
私
は
其
の
時
ま
で
、
度
々
八
幡
様
へ
御
参
り
を
し
た
が
、
未
だ
嘗
て
境
内
の
裏
手
が
ど
ん
な
に
な
つ
て
ゐ
る
か
、
考
へ
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
い
つ
も
正
面
の
鳥
居
の
方
か
ら
社
殿
を
拝
む
だ
け
で
、
恐
ら
く
パ
ノ
ラ
マ
の
絵
の
や
う
に
、
表
ぽ
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
キ
）

で
裏
の
な
い
、
行
き
止
り
の
景
色
の
や
う
に
自
然
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
現
祖
眼
の
前
に
こ
ん
な
川
や
渡
し
場
が
見
、
兄

　
　
（
ク
）

て
、
其
の
先
に
廣
い
地
面
が
果
て
し
も
な
く
績
い
て
ゐ
る
謎
の
や
う
な
光
景
を
見
る
と
、

と
東
京
を
か
け
離
れ
た
、
夢
の
中
で
屡
々
出
逢
ふ
こ
と
の
あ
る
世
界
の
如
く
思
は
れ
た
。

何
と
な
く
京
都
や
大
阪
よ
り
も
も
つ

（
ケ
）

そ
れ
か
ら
私
は
、
淺
草
の
観
音
堂
の

眞
う
し
ろ
に
は
ど
ん
な
町
が
あ
っ
た
か
想
像
し
て
見
た
が
、
仲
店
の
通
り
か
ら
広
大
な
朱
塗
の
お
堂
の
蔓
を
望
ん
だ
時
の
有
様

　
ば
か
り
が
明
瞭
に
描
か
れ
、
其
の
外
の
点
は
と
ん
と
頭
に
浮
ぽ
な
つ
た
。
　
（
傍
線
引
用
者
）

　
こ
こ
に
現
れ
る
（
ク
）
の
風
景
は
、
　
「
私
」
が
松
葉
町
以
後
に
求
め
て
い
く
「
子
供
の
時
分
経
験
し
た
や
う
な
別
世
界
」
の
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

象
で
あ
る
。
そ
れ
は
線
遠
近
法
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
・
イ
ブ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
パ
ノ
ラ
マ
」
的
風
景
の
「
裏
」
と
い
う
見
え
な
い

ヘ
　
　
へ

部
分
に
現
れ
る
世
界
で
あ
っ
た
。
線
遠
近
法
が
主
体
に
視
点
を
固
定
化
す
る
こ
と
で
、
秩
序
化
さ
れ
た
「
静
的
」
風
景
を
統
一
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
世
界
の
内
側
で
な
く
、
外
側
の
、

高
い
優
越
し
た
場
所
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
察
老
（
主
体
）
の
優
越
感
を
絶
対
化
す
る
と
と
も
に
、
世
界
と
主
体
の
間
に

大
き
な
溝
を
も
作
っ
て
し
ま
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
統
一
的
世
界
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
主
体
か
ら
見
、
兄
な
い

（「

l
へ
て
も
み
な
か
っ
た
」
）
部
分
に
現
わ
れ
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
風
景
は
T
女
の
登
場
の
仕
方
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
。
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十
二
歳
の
「
私
」
は
そ
の
よ
う
な
「
他
者
性
」
と
し
て
現
わ
れ
る
「
謎
の
や
う
な
光
景
」
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
（
ケ
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
パ
ノ
ラ
マ
の
「
真
う
し
ろ
」
の
見
え
な
い
部
分
を
「
想
像
」
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
身
体
的
な
世

界
と
の
関
わ
り
」
を
持
と
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
回
想
す
る
現
在
の
「
私
」
は
ど
う
か
。
十
二
歳
の
「
私
」
は
そ
の
パ
ノ
ラ
マ
の
仕
掛
け
に
つ
い
て
「
考
へ
て
も
み
な
か
っ
」

た
ほ
ど
、
そ
の
機
械
的
な
仕
組
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
そ
れ
は
パ
ノ
ラ
マ
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
明
治

二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
初
頭
の
間
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
私
」
の
現
在
は
作
品
発
表
時
の
明
治
四
十
四
年
頃
か
ら
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

十
年
（
私
の
訪
れ
る
三
友
館
の
成
立
年
）
の
間
で
あ
り
、
既
に
パ
ノ
ラ
マ
的
視
覚
が
常
態
化
し
、
そ
の
仕
掛
け
も
熟
知
さ
れ
て
い

る
時
期
で
あ
る
。
　
「
私
」
に
と
っ
て
は
、
パ
ノ
ラ
マ
の
裏
は
当
然
予
想
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
不
意
打
ち
と
し
て
現
わ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
効
力
を
持
っ
た
少
年
時
代
の
一
回
的
風
景
体
験
も
、
　
（
カ
）
の
よ
う
に
対
象
化
さ
れ
、
分
析
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

れ
は
「
私
」
に
と
っ
て
は
既
に
「
内
部
化
」
さ
れ
た
差
異
化
し
え
な
い
風
景
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
　
「
私
」
は
松
葉
町
以
前
の

平
衡
状
態
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
風
景
が
「
私
」
の
求
め
る
別
世
界
と
し
て
あ
え
て
回
想
さ
れ
る
と
い
う

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
こ
そ
が
、
テ
ク
ス
ト
全
体
の
枠
組
が
持
つ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
そ
し
て
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を

縮
小
し
た
形
で
体
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
更
に
「
八
幡
様
の
裏
」
に
展
開
さ
れ
る
風
景
の
語
り
の
多
層
性
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
十
二
歳
の
「
私
」
が
見
る
風
景

は
一
つ
の
視
点
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
。
（
ウ
）
、
（
エ
）
は
「
ふ
く
れ
上
が
っ
て
ゐ
る
」
、
「
押
し
分
け
る
」
と
い
う
表
現
に
も
伺
え

る
よ
う
に
、
川
の
低
い
視
点
に
立
っ
て
川
と
と
も
に
運
動
し
て
い
く
よ
う
な
視
点
で
あ
る
。
一
方
（
ク
）
は
明
ら
か
に
高
い
所
か

ら
見
下
ろ
し
て
い
る
視
点
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
富
岡
八
幡
宮
の
裏
に
あ
っ
た
「
假
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（
2
0
）

富
士
」
か
ら
の
風
景
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
古
く
か
ら
聖
場
の
開
放
と
し
て
の
山
開
き
に
の
み
許
さ
れ
て
い
た
、
高
み
か
ら
の
特

権
的
な
神
の
風
景
は
、
や
が
て
そ
の
山
開
き
と
い
う
儀
式
が
廃
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
化
し
て
い
っ
た
。
　
（
そ
れ
が
人
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

富
士
と
い
う
「
世
俗
の
塔
」
の
火
付
役
に
な
っ
た
こ
と
は
、
前
田
愛
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
）
そ
の
「
假
富
士
」
か
ら
の
風

景
が
、
パ
ノ
ラ
マ
的
線
遠
近
法
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
「
名
所
絵
」
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
　
「
絵

本
江
戸
土
産
」
や
「
江
戸
名
所
図
絵
」
で
は
、
遠
景
で
あ
る
富
士
や
海
が
あ
た
か
も
見
る
側
に
迫
っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
大
き
く

描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
明
治
三
十
年
の
「
風
俗
画
報
」
で
は
、
富
士
は
線
遠
近
法
に
従
っ
て
そ
の
一
点
が
収
束
し
て
い
く
よ

う
に
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
前
者
は
、
絵
を
描
く
も
の
の
視
点
が
富
士
や
海
を
近
く
で
見
て
い
る
内
的
視
点
と
、
　
「
假

富
士
」
を
含
む
全
体
を
見
て
い
る
絵
の
枠
組
の
視
点
（
絵
を
見
て
い
る
も
の
の
視
点
と
一
致
す
る
こ
と
で
そ
れ
は
外
的
で
あ
る
。
）

と
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
「
動
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
視
点
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
で
「
静
的
」
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
線
遠
近
法
に
よ
る
風
景
が
、
い
か
に
常
態
化
し
つ
つ
あ
っ
た
か
を
示
す
と
同
時
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
そ

の
よ
う
な
風
景
が
「
名
所
ー
佳
景
」
と
し
て
、
実
際
に
体
験
す
る
以
前
に
「
知
識
化
」
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

だ
が
十
二
歳
の
「
私
」
が
見
た
の
は
そ
の
よ
う
な
風
景
で
は
な
い
。
も
し
「
私
」
が
そ
の
よ
う
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

「
度
々
」
訪
れ
て
い
た
富
岡
八
幡
宮
の
行
楽
の
メ
イ
ン
と
も
い
う
ぺ
き
「
假
富
士
」
に
行
か
な
い
わ
け
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

「
考
へ
て
み
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」
の
だ
。
確
か
に
パ
ノ
ラ
マ
の
体
験
を
持
っ
て
い
た
十
二
歳
の
「
私
」
は
、
そ
の
風
景
を
線
遠

近
法
的
な
枠
組
で
切
り
取
っ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
同
じ
風
景
が

川
と
と
も
に
動
い
て
い
く
視
点
と
、
高
み
か
ら
の
視
点
と
の
両
方
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
江
戸
の
名
所
絵
の
よ
う
に
、
現
前
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
現
実
と
し
て
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
視
点
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
空
間
的
（
必
然
的
に
時
間
的
）
移
動
が
な
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さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
が
テ
ク
ス
ト
に
は
そ
の
よ
う
な
事
実
は
一
切
語
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
同
時
的
で
あ
る
。

そ
の
同
時
性
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
現
在
の
「
私
」
の
「
語
り
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
回
想
部
分
は
そ
も
そ
も
「
何
で
も
～
あ
ろ
う
」
と
い
う
不
確
定
な
表
現
に
よ
る
空
間
的
時
間
の
朧
化
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
　
（
こ
の
表
現
が
谷
崎
の
初
期
小
説
の
回
想
部
分
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
）

そ
れ
は
空
間
的
時
間
の
非
常
に
不
確
か
な
過
去
（
記
憶
）
で
あ
り
、
回
想
す
る
「
現
在
の
私
」
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
空
間
的
に
隔

絶
さ
れ
た
「
過
去
」
と
し
て
対
象
化
さ
れ
に
く
い
状
態
を
生
む
だ
ろ
う
。
そ
の
状
態
は
「
八
幡
様
の
裏
」
の
描
写
に
至
っ
て
更
に

強
化
さ
れ
る
。
　
「
川
が
～
流
れ
て
居
た
」
、
「
渡
し
舟
は
～
往
復
し
て
居
た
」
の
繰
り
返
し
部
分
、
す
な
わ
ち
「
私
」
が
川
の
視
点

に
お
い
て
動
的
に
眺
め
て
い
る
部
分
に
お
い
て
は
、
主
語
は
「
川
」
、
「
渡
し
舟
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
て
い
る
「
私
」
と
い
う
主

体
は
陰
に
隠
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
経
験
す
る
過
去
の
私
」
と
「
語
る
現
在
の
私
」
の
視
点
が
一
致
し
や
す
い
状
態
が
生
れ
る
。

こ
の
あ
と
視
点
は
移
動
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
間
に
「
恐
ら
く
～
だ
ろ
う
」
と
現
在
の
「
私
」
が
「
過
去
の
私
」
を
対
象
化
す
る

「
現
在
の
時
間
」
が
そ
こ
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
そ
の
前
に
流
れ
て
い
た
過
去
の
時
間
は
そ
の
流
れ
を
せ
き
止
め
ら
れ
、
　
「
現
在

眼
の
前
に
」
と
い
う
同
時
性
を
表
わ
す
言
葉
で
再
度
呼
び
戻
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
間
の
本
来
生
じ
て
い
た
だ
ろ
う
時
間

的
、
空
間
的
差
異
が
無
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
同
時
性
に
よ
っ
て
「
私
」
は
川
の
位
置
に
あ
る
「
私
」
を
も
高
み
か

ら
見
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
ま
さ
に
江
戸
の
名
所
絵
が
表
わ
し
て
い
た
内
的
視
点
と
外
的
視
点
を
同
時
に
持
っ
た
、
　
「
多
視

点
」
の
風
景
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
高
み
か
ら
の
眺
望
も
、
　
「
～
見
え
て
、
見
る
と
、
思
は
れ
た
」
と
い
っ
た
よ

う
に
、
線
遠
近
法
を
可
能
に
す
る
統
一
的
観
察
者
と
し
て
の
「
私
」
は
行
為
者
と
し
て
明
示
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
「
現
在
の
私
」

に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
る
箇
所
以
外
は
、
す
べ
て
「
私
は
、
私
が
」
と
い
う
記
述
は
成
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
主
体
と
川
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の
視
点
の
一
致
や
、
時
間
・
空
間
の
差
異
の
無
化
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
な
日
本
語
の
構
造

が
そ
の
機
能
を
存
分
に
発
揮
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
が
、
そ
の
問
題
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
）

　
こ
う
し
て
回
想
す
る
語
り
手
と
し
て
の
「
私
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
語
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
現
わ
れ
得
な
い
パ
ノ
ラ
マ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

裏
の
風
景
を
現
前
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
四
十
年
代
に
生
き
る
「
私
」
に
と
っ
て
は
既
に
「
知
識
」
と
し
て
内
部
化
さ
れ
た

差
異
化
不
能
に
な
っ
て
い
た
は
ず
の
風
景
、
線
遠
近
法
に
よ
っ
て
揺
る
ぎ
な
く
秩
序
化
さ
れ
た
し
か
し
も
う
飽
き
果
て
て
し
ま
っ

た
は
ず
の
パ
ノ
ラ
マ
的
風
景
で
あ
る
。
　
「
私
」
は
そ
の
風
景
を
、
過
去
の
「
私
」
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
自
分
が
パ

ノ
ラ
マ
的
風
景
を
内
部
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
「
語
り
」
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
そ
の
静
的
風
景
の
秩
序
を
揺
る
が

し
、
新
た
な
多
視
点
の
動
的
風
景
へ
と
差
異
化
し
た
。
そ
の
風
景
自
体
が
既
に
見
る
も
の
が
視
点
の
移
動
に
ょ
っ
て
多
義
的
に
解

釈
し
う
る
開
か
れ
た
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
枠
組
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
閉
じ
て
い
る
と
い
う
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
を
彷
彿

と
さ
せ
る
空
間
で
あ
る
。
　
「
私
」
は
そ
う
し
た
空
間
を
「
語
り
」
に
よ
っ
て
現
前
す
る
こ
と
で
、
正
に
二
重
の
意
味
で
、
閉
じ
て

い
る
と
同
時
に
開
か
れ
た
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
　
「
私
」
が
あ
く
ま
で
自
己
回
帰
的
に
差
異
を
産
出
し
つ
つ
秩
序
を
保
っ
て
い
る
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
．
シ
ス

テ
ム
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
非
常
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ

ル
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
時
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
差
異
化
す
る
と
い
っ
た
「
探
偵
小
説
」
的

な
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
再
度
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
最
も
特
徴
的
な
の
が
、
最
も

閉
じ
た
空
間
と
見
え
る
真
言
宗
の
寺
の
室
内
な
の
で
あ
る
。
（
「
十
二
階
の
下
の
方
の
、
入
り
組
ん
だ
o
び
ω
o
霞
Φ
な
町
の
中
に
其
の

寺
は
あ
」
る
。
線
遠
近
法
の
視
点
か
ら
は
洩
れ
て
し
ま
う
「
曖
昧
な
、
隠
れ
た
」
場
所
と
し
て
「
パ
ノ
ラ
マ
の
裏
」
の
風
景
と
パ
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ラ
レ
ル
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
、
　
「
私
」
が
同
じ
身
振
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
）
「
私
」
は
室
内
の
四
壁

に
「
此
処
の
住
職
が
秘
蔵
し
て
た
地
獄
極
楽
の
図
を
始
め
、
須
弥
山
図
だ
の
浬
繋
像
だ
の
、
い
ろ
い
ろ
の
古
い
仏
画
」
を
か
け
る
。

真
言
宗
で
絵
と
い
え
ば
即
座
に
「
曼
陀
羅
」
で
あ
る
し
、
ど
こ
の
寺
に
も
必
ず
有
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
提
示
さ
れ
な

い
の
は
な
ぜ
か
。

　
地
獄
極
楽
図
は
二
つ
の
世
界
を
対
立
的
に
描
く
特
徴
を
持
つ
。
ま
た
須
弥
山
は
そ
れ
を
世
界
の
中
心
と
し
て
円
錐
的
に
宇
宙
を

捉
え
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
浬
葉
は
様
々
な
対
立
を
超
越
し
た
悟
り
の
境
地
に
訪
れ
る
、
完
全
に
「
静
寂
」
な
空
間
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
揺
る
ぎ
な
い
秩
序
を
表
わ
す
「
図
」
に
対
し
て
、
曼
陀
羅
は
「
輪
円
具
足
」
と
呼
ぼ
れ
る
、
円
の
動
（
回
転
）
と
静

（
最
も
安
定
し
た
秩
序
）
を
兼
ね
備
え
た
世
界
を
体
現
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
秋
山
さ
と
子
氏
は
「
ユ
ン
グ
は
マ
ン
ダ
ラ
と
よ
ぶ

イ
メ
ー
ジ
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
セ
ル
フ
と
い
う
概
念
に
、
や
は
り
、
そ
れ
自
体
で
自
律
的
で
あ
り
、
常
に
全
体
の
調

和
を
は
か
り
、
中
心
の
一
点
で
あ
り
な
が
ら
、
全
体
で
も
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
説
明
を
加
え
て
い
る
」
と
し
つ
つ
、
　
「
マ
ソ
ダ

ラ
の
配
列
は
、
も
の
ご
と
が
因
果
律
に
よ
っ
て
順
次
に
生
じ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
よ
り
も
、
多
元
的
な
諸
仏
の
世
界
を
、
同
時

に
、
そ
し
て
あ
る
秩
序
を
も
っ
て
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
言
葉
や
概
念
で
は
説
明
の
し
よ
う
も
な
い
。
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

次
元
の
出
来
事
を
統
合
的
に
あ
ら
わ
す
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
世
界
は
正
に
オ
ー
ト
ポ
イ
ェ

ー
シ
ス
の
示
さ
ん
と
し
て
い
る
世
界
に
ほ
か
な
ら
ず
、
同
時
に
「
秘
密
」
の
シ
ス
テ
ム
の
そ
れ
で
も
あ
る
の
だ
。
テ
ク
ス
ト
の
枠

組
自
体
を
体
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
の
「
曼
陀
羅
」
が
、
し
か
も
当
然
予
想
さ
れ
る
べ
き
そ
の
存
在
が
、
か
え
っ
て
「
い
ろ

い
ろ
の
仏
画
」
と
朧
化
さ
れ
て
「
語
ら
れ
な
い
」
こ
と
は
、
　
「
私
」
も
触
れ
て
い
る
真
言
宗
の
宗
旨
と
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
「
秘
密
」
で
あ
る
。
空
海
が
「
一
一
の
文
、
一
一
の
句
み
な
こ
れ
仏
の
密
号
な
り
。
二
乗
の
凡
夫
は
、
但
し
句
義
を
解
し
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て
字
義
を
解
す
る
こ
と
能
は
ず
。
但
し
、
字
相
を
解
し
て
、
字
の
密
号
を
知
る
こ
と
を
得
ず
。
こ
れ
を
覧
ん
智
人
、
顕
の
句
義
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

も
つ
て
秘
意
を
傷
ふ
こ
と
な
か
れ
。
」
と
、
仏
の
言
葉
（
真
言
）
が
決
し
て
表
面
的
に
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
秘
密
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
現
前
す
る
世
界
を
ま
さ
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
現
し
た
よ
う
な
「
曼
陀
羅
」
も
ま

た
テ
ク
ス
ト
の
表
面
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

4
　
結

び

　
以
上
、
「
秘
密
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
「
語
ら
れ
た
こ
と
」
と
「
語
ら
れ
な
い
こ
と
（
秘
密
）
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
素
が
作
用

し
あ
っ
て
豊
饒
な
意
味
を
生
み
だ
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
自
律
的
に
そ
の
秩
序
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
あ
く
ま
で

「
戦
略
的
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
閉
じ
て
い
る
」
と
同
時
に
「
開
い
て
い
る
」
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
体
現
し
て
い
る
こ
の
テ

ク
ス
ト
は
、
ま
さ
し
く
明
治
四
十
年
代
と
い
う
時
代
の
閉
塞
状
況
に
お
い
て
「
私
」
が
求
め
て
い
た
「
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な

日
o
α
Φ
o
胤
ま
o
」
を
提
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
も
と
も
と
「
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
（
虚
構
的
）
」
な
テ
ク
ス
ト
は

「
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
（
人
工
的
）
」
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
漫
陀
羅
」
の
如
く
世
界
の
姿
に
近
付
き
う
る
と

い
う
こ
と
を
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
テ
ク
ス
ト
と
同
じ
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
「
曼
陀
羅
」
も
ま
た
、
非
常
に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た
「
人
工
的
」
な
図
（
虚
構
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
、
そ
し
て
セ
ル
フ
の
原
初
的
な
姿
を
体
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
「
秘
密
」
は
真
に
「
現
実
的
」
な
世
界
を
提
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
荷
風
や
阿
部
能
成
が
別
の
意
味
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

「
秘
密
」
ひ
い
て
は
谷
崎
を
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
と
リ
ア
ー
ル
と
は
一
つ
に
な
っ
て
居
る
。
」
と
評
価
し
た
こ
と
は
、
更
に
根
源
的
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な
意
味
に
お
い
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
主
義
隆
盛
の
中
で
谷
崎
が
踏
み
出
し
た
の
は
正
に
「
真
な
る
現
実
主
義
者
」
と
し

て
の
第
一
歩
だ
っ
た
。
耽
美
的
、
猟
奇
的
、
悪
魔
的
な
ど
と
い
っ
た
印
象
批
評
（
尤
も
も
は
や
こ
ん
な
こ
と
を
平
気
で
口
に
出
す

研
究
者
も
居
な
い
だ
ろ
う
が
）
、
無
批
判
な
「
異
界
」
と
い
う
概
念
の
濫
用
な
ど
は
、
こ
の
谷
崎
の
第
一
歩
を
、
そ
し
て
「
秘
密
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
社
会
に
対
し
て
開
い
て
い
る
窓
口
を
、
　
「
文
学
的
」
観
念
の
世
界
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
行
為
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

学習院大学人文科学論集皿（1994）

　
　
　
　
　
後
　
注

（
1
）
　
た
と
え
ぽ
石
割
透
氏
は
「
少
年
」
を
「
過
ぎ
た
日
の
、
異
界
で
の
体
験
の
再
現
」
と
し
、
「
『
少
年
』
は
少
年
期
の
体
験
を
再
現
す
る
と

　
　
い
う
装
置
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
作
老
の
〈
思
想
〉
の
純
粋
な
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
た
り
得
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
石
割
透
氏

　
　
「
谷
崎
潤
一
郎
の
初
期
作
品
」
1
「
日
本
の
文
学
」
第
三
集
、
昭
六
十
三
年
五
月
）

（
2
）
、
（
3
）
、
（
7
）
、
（
9
）
、
（
1
1
）
、
（
1
3
）
　
小
森
陽
一
「
都
市
の
身
体
身
体
の
中
の
都
市
」
（
『
谷
崎
潤
一
郎
』
有
精
堂
）

（
4
）
　
た
と
え
ば
「
東
京
目
日
新
聞
」
明
四
十
四
・
十
一
・
十
一
「
雑
誌
月
評
」
で
は
「
氏
が
血
だ
ら
け
な
敏
樂
か
ら
、
力
弱
き
淡
い
快
感
に

　
　
立
ち
戻
っ
た
と
い
ふ
事
は
、
此
一
編
の
全
体
に
亘
っ
て
甚
だ
物
足
ら
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
5
）
　
遠
藤
祐
『
「
秘
密
」
（
谷
崎
潤
一
郎
）
を
読
む
』
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
」
第
六
十
三
集
）

（
6
）
　
探
偵
小
説
を
読
み
耽
り
、
　
「
い
つ
の
間
に
か
、
探
偵
小
説
の
人
物
と
な
り
終
せ
て
居
」
る
「
私
」
は
、
読
者
に
探
偵
小
説
の
枠
組
を
予

　
　
感
さ
せ
る
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

（
8
）
　
亀
井
秀
雄
「
身
体
論
的
に
見
た
谷
崎
潤
一
郎
i
女
体
と
迷
宮
1
」
（
「
国
文
学
」
昭
六
十
・
六
）

（
1
0
）
　
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
ド
イ
ル
の
「
四
つ
の
署
名
」
に
も
典
型
的
に
表
わ
れ
て
い
る
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
シ
リ
ー
ズ
の
パ
タ
！

　
　
ン
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
メ
ル
ロ
ォ
。
ポ
ン
テ
ィ
「
シ
ー
ニ
ュ
　
ー
」

（
1
4
）
、
（
1
6
）
　
大
澤
真
幸
「
自
己
準
拠
の
条
件
」
（
「
現
代
思
想
」
平
五
・
九
）
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（
1
5
）
　
河
本
英
夫
「
第
三
世
代
シ
ス
テ
ム
”
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
　
4
」
（
「
現
代
思
想
」
平
五
・
九
）

（
1
7
）
　
明
治
十
年
「
太
政
官
令
第
五
十
号
」
で
、
署
名
は
代
書
で
も
構
わ
な
い
が
必
ず
実
印
を
押
す
事
が
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
大
蔵
省
と

　
　
銀
行
か
ら
猛
反
対
を
受
け
、
結
局
実
印
の
義
務
だ
け
が
明
治
三
十
三
年
に
法
律
第
十
七
号
で
成
立
、
公
布
さ
れ
て
い
る
。
　
（
石
井
良
助

　
　
「
印
半
の
歴
史
」
）

（
1
8
）
　
た
と
え
ば
阿
部
次
郎
の
「
狐
火
」
　
（
明
四
十
四
）
に
は
「
今
日
午
後
一
年
振
り
で
昔
の
田
端
に
行
っ
た
。
森
が
焼
か
れ
、
野
が
坦
か
に

　
　
さ
れ
、
新
し
い
家
並
み
が
出
来
て
途
中
の
様
は
㎝
変
し
た
。
」
と
あ
り
、
明
治
四
十
三
年
か
ら
四
十
四
年
の
間
に
田
端
が
急
激
に
宅
地
化

　
　
さ
れ
て
行
っ
た
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
外
延
に
宅
地
を
持
つ
事
で
都
市
は
更
に
そ
の
機
能
を
高
め
る
事
が
可
能
に
な
る
。

（
1
9
）
　
明
治
三
十
七
年
の
「
文
芸
界
」
に
「
近
頃
は
幾
ら
絵
を
差
替
へ
て
も
、
人
が
そ
れ
を
見
た
が
ら
ぬ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
と
と

　
　
も
に
三
十
年
代
後
半
か
ら
「
パ
ノ
ラ
マ
の
よ
う
な
」
と
い
う
形
容
が
定
着
し
て
い
る
事
は
、
す
で
に
そ
の
体
験
が
「
知
識
」
と
し
て
常
態

　
　
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
（
花
袋
「
雪
の
信
濃
」
明
三
七
、
白
秋
「
思
ひ
出
」
明
四
四
、
子
規
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
明
三
三
・
十
な
ど
）

（
2
0
）
　
「
絵
本
江
戸
土
産
」
に
は
五
月
三
十
日
か
六
月
一
日
か
ら
登
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
が
、
　
「
風
俗
画
報
」
に
は
単
に
「
富
士
参
り
」
、

　
　
「
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
日
本
旅
行
案
内
」
に
は
境
内
よ
り
も
高
台
か
ら
の
眺
め
が
よ
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
山

　
　
開
き
の
時
期
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
ま
た
当
宮
の
宮
司
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
何
時
か
ら
山
開
き
が
廃
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
2
1
）
　
前
田
愛
「
搭
の
思
想
」
（
「
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
」
）

（
2
2
）
　
富
岡
八
幡
宮
は
明
治
六
年
に
「
深
川
公
園
」
と
し
て
公
園
化
さ
れ
た
が
、
明
治
三
十
年
の
「
風
俗
画
報
」
、
「
深
川
公
園
全
」
の
記
述
に

　
　
よ
れ
ば
「
園
内
は
浅
間
神
社
の
帳
山
及
び
西
隅
橋
畔
の
小
丘
を
除
く
の
外
は
。
地
皆
平
坦
に
し
て
一
高
低
あ
る
な
し
。
」
と
あ
り
、
　
「
私
」

　
　
の
立
っ
た
は
ず
の
小
高
い
場
所
が
「
假
山
」
す
な
わ
ち
「
假
富
士
」
以
外
に
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
「
私
」
の
渡
っ
た
橋
し
は
地
図

　
　
で
見
る
と
八
幡
宮
の
北
側
、
つ
ま
り
富
士
の
下
の
辺
り
に
あ
り
、
「
西
隅
橋
畔
の
小
丘
」
は
こ
こ
と
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
。
）
ま
た
「
頂

　
　
上
の
平
地
に
立
て
は
。
品
川
の
砲
壁
近
く
目
腿
に
接
し
。
蒼
波
の
日
に
映
し
て
漣
艶
た
る
。
白
帆
の
風
を
　
て
往
来
せ
る
さ
ま
。
歴
々
指

　
鮎
す
べ
く
。
西
望
す
れ
は
マ
マ
宮
城
の
松
樹
蔚
然
と
し
て
瑞
露
を
籠
め
。
萬
家
の
炊
煙
欝
起
し
て
太
平
を
表
す
る
等
。
畳
え
ず
人
を
し
て
快

　
　
と
呼
し
む
。
」
と
あ
り
、
富
士
か
ら
の
眺
め
が
か
な
り
素
晴
ら
し
い
も
の
で
一
見
に
価
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
富
士

　
が
公
園
の
メ
イ
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
2
3
）
　
更
に
「
私
」
の
現
在
を
明
治
四
四
年
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
事
態
は
も
っ
と
多
様
性
を
帯
び
て
く
る
。
明
治
四
四
の
「
東
京
郵

一86一
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Junichiro　Tanizaki’s‘‘Himitsu”

－toward　an　endlessly　meaningful‘world’一
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Summary：

　In　Tanizaki’s　early　works，　it　tends　to　discuss　mainly　those　shocking　characteristics－masochism，　diabolism－．

Because　in　mally　cases，　those　shocking　characteristics　are　liable　to　be　remarked．　They　are　too　remarkable　to

conceal　other　important　things．　In“Himitsu”，　that　is“leatari”．“featari’，　of“Himitsu”is　efFective　because　it　is

cQncealed．　In　this　paper，　this　paradox　is　the　keypoint　to　decipher“Himitsu，，．

（卦瓢鯛→く細く卦纒一く轍誌卦志駅凌［1工終聴瓜粁採紳誌攣十1巡罧離繊゜圃報朴碑督）


