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痴
人
の
愛
』
に
於
け
る
拝
脆
の
美
学
―
―

中

野

登

志

美

序

『痴
人
の
愛
』
は
前
半
は
大
正
十
三
年
三
月
二
十
日
か
ら
六
月
十
四
日
ま
で

「大
阪
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
、
後
半
は

「女
性
」
誌

上
に
同
年
十

一
月
号
か
ら
翌
十
四
年
七
月
号
ま
で
連
載
さ
れ
て
お
り
、
大
正
十
四
年
七
月
に
改
造
社
か
ら
単
行
本

『痴
人
の
愛
』
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
『痴
人
の
愛
』
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
春
夫
が

「初
め
か
ら
女
主
人
公
や
主
人
公
の
内
面
に
深
入

り
し
よ
う
と
し
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
、
却
つ
て
成
功
」
し
た
と
し
て
心
理
小
説
で
は
な
く
、
「大
正
末
期
の
眼
あ
た
ら
し
い

一
種
の
男
女

及
び
男
女
関
係
」
を
描
い
た
風
俗
小
説
と
し
て

「佳
作
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
電

こ
の

「風
俗
小
説
」
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
中

村
光
夫
が

『痴
人
の
愛
』
の
作
品
世
界
に
散
在
す
る
表
面
的
な
西
洋
を
取
り
入
れ
た
生
活
様
式
を

「植
民
地
的
西
洋
観
」
と
指
摘
し
つ
つ

も
、
表
面
的
で
浅
薄
な
西
洋
を
体
現
し
た
ナ
オ
ミ
の
欠
点
を
譲
治
が
気
付
い
た
こ
と
で

「膚
浅
な
西
洋
崇
拝
か
ら
抜
け
出
る
機
運
」
②
が

看
取
出
来
る
と
評
価
し
て
以
来
、
谷
崎
文
芸
に
於
け
る

『痴
人
の
愛
』
は

「谷
崎
文
学
の
前
期
」
の

「集
大
成
的
作
品
」
ｏ
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
藤
春
夫
の

「初
め
か
ら
女
主
人
公
や
主
人
公
の
内
面
に
深
入
り
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
見
解
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に
つ
い
て
は
、
研
究
史
に
於
い
て
も
佐
藤
の
論
を
首
肯
せ
ず
、
譲
治
の
心
理
を
踏
ま
え
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
代
表
的
な
も

の
と
し
て
、
小
林
秀
雄
、
奥
野
健
男
氏
ら
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
小
林
秀
雄
は

「痴
人
の
愛
は
、
痴
人
の
哲
学
の
確
立
で
あ
る
」
と
し

て
、
主
人
公
河
合
譲
治
が
痴
人
に
至
る
よ
う
に
な

っ
た
心
理
的
過
程
を
重
視
し
、
そ
の
過
程
を
描
き
あ
げ
た
点
を
評
価
し
て
い
る
電

奥

野
氏
は
ナ
オ
ミ
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
譲
治
像
を

「完
全
な
心
理
的
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
」
者
で
あ
る

と
し
、
「不
貞
を
よ
ろ
こ
ぶ
男
が
文
学
的
実
在
と
し
て
、
顕
現
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
電

奥
野
氏
の

で
′Ｌ、
理
的

マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
」
と

い

う
譲
治
像
の
見
解
は
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
お
り
、
現
在
で
は
定
説
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
も
譲
治
像
に
視
点
を
あ
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
譲
治
像
の
新
た
な
分
析
を
試
み
、
谷
崎
文
芸
の
美
の
有
り
様
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
、
谷
崎
松
子
宛
て
の
昭
和
二
十

一
年
十
月
十
五
日
消
印
付
け
の
書

簡
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

前
略
　
御
寮
人
様
へ
御
お
願
ひ
が
あ
る
の
で
ご
ざ
り
ま
す
が
、
今
日
よ
り
召
し
使
ひ
に
し
て
頂
き
ま
す
じ
る
し
に
御
寮
人
様
よ
り
改
め
て
奉
公
人
ら

し
い
名
前
を
つ
け
て
頂
き
た
い
の
で
ご
ざ
り
ま
す
、
「潤

一
」
と
申
す
文
字
は
奉
公
人
ら
し
う
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
故

「順
市
」
か

「順
吉
」
で
は
い
か

が
ゞ
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
か
。
柔
順
に
御
勤
め
を
い
た
し
ま
す
こ
と
を
忘
れ
ま
せ
ぬ
よ
う
に

「順
」
の
字
を
つ
け
て
頂
き
ま
し
た
ら
ど
う
で
ご
ざ
り
ま

せ
う
。
（中
略
）
御
寮
人
様
と
御

一
族
の
御
嬢
様
方
は
新
し
い
文
字
を
御
使
ひ
下
さ
い
ま
し
た
ら
ば
有
難
う
存
じ
ま
す
、
ど
う
ぞ
御
考
へ
お
き
遊
ば

し
て
下
さ
り
ま
せ

（後
略
）

こ
の
書
簡
か
ら
、
谷
崎
は
自
分
を
奉
公
人
、
妻
の
松
子
を
御
寮
人
と
し
て
位
置
付
け
を
す
る
こ
と
で
、
自
分
よ
り
も
身
分
が
高
く
、
高
貴

な
存
在
と
し
て
松
子
を
仰
ぎ
見
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
谷
崎
の
姿
勢
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
拝
脆
の
姿
勢
だ
と
い
え

よ
う
。
こ
の
拝
脆
の
姿
勢
は
谷
崎
文
芸
に
於
い
て
美
の
有
り
様
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
『痴
人
の
愛
』
に
描
か
れ
て
い
る
馬
乗
り
か
ら
考

察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『痴
人
の
愛
』
に
は
四
回
も
の
馬
乗
り
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は

一
～
三
回
目



の
馬
乗
り
と
四
回
目
の
馬
乗
り
と
は
全
く
意
味
の
異
な
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
四
回
目
の
馬
乗
り
は
拝
脆
の
姿
勢
を
受

容
し
た
意
味
を
担
う
馬
乗
り
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
次
章
か
ら
は
、
譲
治
像
の
心
理
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
何
故
、
譲
治
が
馬
乗
り
を
求

め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
に
視
点
を
据
え
、
四
回
目
の
馬
乗
り
を
中
心
に
、
谷
崎
文
芸
の
美
の
有
り
様
に
論
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

註
０

佐
藤
春
夫
全
集
』
第
二
十
巻
所
収
、
臨
川
書

巻
所
収
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
、

三
百

一
頁
）

奥
野
健
男

『痴
人
の
愛
』
亀
谷
崎
潤

一
郎
研
究
』
、
八
本
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
十

一
月
、
百
五
十
三
頁
）

谷
崎
松
子

『侍
松
庵
の
夢
』
（中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
、
三
百
十
四
～
三
百
十
五
頁
）

一
　

譲
治

の
夢
想
的

西
洋
崇

拝

二
十
八
歳
の
譲
治
が
十
五
歳
の
少
女
で
あ
る
ナ
オ
ミ
に
魅
了
さ
れ
た
の
は
、
「奈
緒
美
」
と
い
う
名
前
で
あ
り
、
西
洋
人
ら
し
い
容
貌

に
拠
る
も
の
で
あ

っ
た
。
譲
治
自
身
も

若
し
も
私
に
十
分
な
お
金
が
あ
つ
て
、
気
随
気
侭
な
事
が
出
来
た
ら
、
私
は
或
は
西
洋
に
行
つ
て
生
活
を
し
、
西
洋
の
女
を
妻
に
し
た
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
は
境
遇
が
許
さ
な
か
つ
た
の
で
、
日
本
人
の
う
ち
で
は
兎
に
角
西
洋
人
く
さ
い
ナ
オ
ミ
を
妻
と
し
た
や
う
な
訳
で
す
。
（九
）

と
、
ナ
オ
ミ
に
魅
か
れ
た
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
譲
治
に
は
西
洋
に
対
す
る
崇
拝
を
素
地
と
し
て
持

っ
て
い
た
こ

と
が
窺
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
ナ
オ
ミ
を
引
き
取

っ
た
譲
治
は
、
ナ
オ
ミ
を
よ
り
西
洋
人
に
近
付
け
る
た
め
に
、
「お
粗
末
な
洋
館
」
で
あ
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る

「文
化
住
宅
」
で
西
洋
家
具
を
買
い
揃
え
、
西
洋
を
模
倣
し
た
環
境
で
新
た
な
生
活
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
譲
治
の
西
洋

を
志
向
す
る
素
地
に
つ
い
て
、
磯
田
光

一
氏
の

「
ナ
オ
ミ
を
理
想
の
近
代
女
性
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
点
」
に
は

「西
洋
の

影
」
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
挙
げ
ら
れ
る
０
。
つ
ま
り
、
譲
治
が
ナ
オ
ミ
に
英
語
と
ピ
ア
ノ
を
習
わ
せ
る
こ
と
や
、
譲
治
の

「西
洋
人
の

前

へ
出
て
も
」
や

「西
洋
人
の
や
う
に
」
と
い
う
台
詞
に
は
、
メ
リ
ー

・
ピ
ク
フ
オ
ー
ド
に
似
た
容
貌
の
ナ
オ
ミ
を
教
育
す
る
こ
と
で
内

面
か
ら
も
西
洋
人
ら
し
い
女
性
に
し
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

譲
治
の
西
洋
崇
拝
に
つ
い
て
は
、
中
村
光
夫
が

「浅
薄
な

「西
洋
崇
拝
Ｌ

で
あ
る
ｏ
と
、
譲
治
の
皮
相
的
な
西
洋
崇
拝
を
指
摘
し
て

い
る
。
確
か
に
、
譲
治
と
ナ
オ
ミ
は

「西
洋
人
の
前

へ
出
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
や
う
な
レ
デ
ィ
ー
」
に
な
る
べ
く
、
西
洋
人
に
近
づ
く

よ
う
に
努
力
を
重
ね
て
い
く
。
し
か
し
、
二
人
の
志
向
す
る
西
洋
人
と
は
、
千
葉
俊
二
氏
の

譲
治
の
抱
懐
し
た
理
想
の
女
性
像
と
は
ス
ク
リ
ー
ン
を
と
お
し
て
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド

・
ス
タ
ー
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
映
画
の
提
供

す
る
女
性
美
の
イ
メ
ー
ジ
を
規
範
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
０
。

と
の
指
摘
通
り
、
ア
メ
リ
カ
映
画
の
女
優
を
通
し
て
得
た
美
に
収
敏
さ
れ
た
皮
相
的
な
西
洋
で
し
か
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
皮

相
的
な
美
で
あ
れ
、
譲
治
は

「彼
等
の
美
を
夢
の
や
う
に
慕
つ
て
」
お
り
、
ナ
オ
ミ
に
体
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
村
の

「浅
薄
な

「西
洋
崇
拝
Ｌ

と
い
う
指
摘
を
敷
衛
し
つ
つ
、
譲
治
の
内
実
に
そ
っ
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
夢
想
的
西
洋
崇
拝
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
夢
想
的
西
洋
崇
拝
と
は
、
譲
治
が
憧
憬
す
る
西
洋
人
女
性
の
美
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
い
描
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
憧
憬
の
対
象
で
あ
る
西
洋
人
女
性
の
シ
ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
と
初
対
面
し
た
時

「白
哲
人
種
の
婦
人
に
接
近
し
得
る
こ
と

は
、
私
に
取

つ
て

一
つ
の
喜
び
、
―
―

い
や
、
喜
び
以
上
の
光
栄
で
し
た
。
」
（九
）
と
感
慨
を
洩
ら
す
の
で
あ
る
。
今
ま
で
映
画
の
ス
ク

リ
ー
ン
を
通
し
て
で
し
か
眼
に
す
る
こ
と
の
出
来
な
か

っ
た
西
洋
人
女
性
を
直
接
眼
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ダ
ン
ス
を
通
し
て
触
れ
合

う
こ
と
が
可
能
な
機
会
を
得
た
譲
治
の
喜
び
に
歓
喜
す
る
姿
が
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
譲
治
は
シ
ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
に
触
れ
る
こ
と



を
躊
躇
う
の
で
あ
る
。

私
が
西
洋
の
婦
人
と
握
手
す
る

を
私
の
方
に
さ
し
出
し
た
と
き
、

（九
）

こ
の
場
面
か
ら
、
譲
治
が
シ
ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
に
触
れ
る
こ
と
を
躊
躇
う
の
は
、
夫
人
の

「白
い
」
手
に
拠
る
こ
と
が
窺
え
る
。
前
田

久
徳
氏
は
、

作
品
内
で
唯

一
の
具
体
的
な

〈
西
洋
の
女
〉
と
し
て
登
場
す
る
シ
ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
と
は
、
彼
の
崇
拝
す
る

〈
西
洋
〉
の
本
質
を
担
っ
た

〈
白
〉

の
体
現
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
夫
人
の
胸
に
抱
か
れ
て
踊
る
こ
と
が
、
彼
を

〈
芳
烈
な
酒
の
や
う
に
〉
酔
わ
す
の
で
あ
る
０
。

と
言
及
し
て
い
る
。
譲
治
に
と

っ
て
、
シ
ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
は
譲
治
の
憧
憬
す
る
西
洋
を
体
現
し
た

「白
」
を
具
有
す
る
女
性
で
あ
る

か
ら
、
夫
人
の

「白
い
」
手
を
眼
の
前
に
差
し
出
さ
れ
て
も
握
れ
な
く
、
躊
躇
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
譲
治
は
夫
人
の
腋
臭
と
香
水

の
混
じ
っ
た
香
り
で
さ
え
も

「あ

ゝ
、
こ
れ
が
夫
人
の
白

い
体
か
ら
放
た
れ
る
香
気
か
」
と
悦
惚
と
な
り
、
「云
い
知
れ
ぬ
曇
惑
」
を
感

受
し
、
陶
酔
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「白
」
の
作
用
に
よ
り
、
譲
治
は
陶
酔
状
態
に
導
か
れ
、
「夫
人
の
前
に
出
る
と
、
全
く
ナ
オ
ミ

の
存
在
を
忘
れ
」
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
譲
治
に
と

っ
て
、
シ
ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
は
実
際
に
西
洋
を
体
現
し
た
女
性
で

あ
る
が
故
に
、
西
洋
を
模
倣
し
た
ナ
オ
ミ
よ
り
も
強
く
憧
憬
を
抱
い
て
い
る
た
め
、
西
洋
人
を
準
え
た
ナ
オ
ミ
よ
り
も
西
洋
人
で
あ
る
シ

ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
の
方
に
譲
治
は
魅
了
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ナ
オ
ミ
の
存
在
を
忘
れ
る
ほ
ど
、
譲
治
の
夢
想
的
西
洋
崇
拝
は

強
く
、
そ
の
夢
想
的
西
洋
崇
拝
は
西
洋
を
醸
し
出
す

「白
」
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

磯
田
光

一
「谷
崎
潤

一
郎
　
人
と
文
学
」
翁
痴
人
の
愛
」
、
新
潮
文
庫
、
昭
和
二
十
二
年
十

一
月
、
三
百
二
十
二
頁
し

中
村
光
夫

『谷
崎
潤

一
郎
論
』
（河
出
書
房
、
昭
和
二
十
七
年
十
月
、
百
五
十
八
頁
）
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(2)(1)

「光
栄
」
に
浴
し
た
の
は
、
そ
の
時
が
生
れ
て
始
め
て
ゞ
し
た
。
私
は
シ
ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
が
そ
の

「白
い
手
」

覚
え
ず
胸
を
ど
き
ツ
と
さ
せ
て
そ
れ
を
握
つ
て
い
ヽ
も
の
か
ど
う
か
、
ち
よ
つ
と
躊
躇
し
た
く
ら
ゐ
で
し
た
。
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千
葉
俊
二

『痴
人
の
愛
』
翁
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
号
、
八
十
二
頁
）

前
田
久
徳

「
『痴
人
の
愛
』
試
論
―
―
‐主
題
と
方
法
の
背
反
―
―
止

「
国
語
と
国
文
学
」
、
昭
和
五
十
五
年

一
月
号
、
四
十
四
頁
）

一
一　
変
貌
す
る
譲
治
像

ナ
オ
ミ
の
内
面
を
西
洋
人
に
近
付
け
る
べ
く
教
育
を
試
み
た
譲
治
で
あ

っ
た
が
、
ナ
オ
ミ
が
い
つ
ま
で
経

っ
て
も
簡
単
な
英
語
の
文
法

す
ら
覚
え
ら
れ
ず
、
ナ
オ
ミ
を
理
想
の
女
性

に
養
育
出
来
な
か

っ
た
こ
と
で
、
自
分

の
試
み
た
教
育
が
失
敗
に
終
わ

っ
た
こ
と
を
悟
る
の

で
あ
る
。
こ
の
失
敗

に
よ
り
、
譲
治
は
西
洋
人
と
ナ
オ
ミ
と

の
相
違
に
気
が
付
き
始
め
る
の
で
あ
る
。
譲
治
が
決
定
的
に
西
洋
人
と
ナ
オ

ミ
と
の
相
違
を
認
識
し
た
の
は
、
ナ
オ
ミ
と
シ
ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
と
の
手

の

「白
さ
」
を
比
較
し
た
時
で
あ

っ
た
。

「お
前
の
手
は
実
に
き
れ
い
だ
、
ま
る
で
西
洋
人
の
手
の
や
う
に
白
い
ね
」
と
、
よ
く
さ
う
云
つ
て
褒
め
た
も
の
で
す
が
、
斯
う
し
て
見
る
と
、
残

念
な
が
ら
や
つ
ぱ
り
違
ひ
ま
す
。
白
い
や
う
で
も
ナ
オ
ミ
の
白
さ
は
冴
え
て
ゐ
な
い
、
い
や
、　
一
旦
此
の
手
を
見
た
あ
と
で
は
ど
す
黒
く
さ
へ
思
は

れ
ま
す
。
（九
）

譲
治
は
単
に
手

の
肌

の

「白
さ
」
を
比
較
し
た
の
で
は
な
く
、
内
面
か
ら
醸
し
出
す

「白
さ
」
の
有
無
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
シ

ュ
レ
ム
ス

カ
ヤ
夫
人
と
ナ
オ
ミ
と

の
相
違
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
譲
治
は
ナ
オ
ミ
が
本
物
の

「白
さ
」
を
持

つ
西
洋
人
に
近
付
け
な
か

っ

た
こ
と
、
換
言
す
る
と
、
西
洋
人
と
同
じ

「白
さ
」
を
ナ
オ
ミ
に
醸
し
出
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
事
実
を
受
け
止
め
た
の
で
教
育

を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
次
第
に
譲
治

の
中
で
、
「失
望
と
愛
慕
と
、
互
に
矛
盾
し
た
二
つ
の
も

の
が
交
る
ハ
ヽ
責
め
園
ぎ
合
」
う
思

い

を
胸
裏
に
込
み
上
げ

て
来
る
よ
う
に
な
る
が
、
日
増
し
に
美
し
さ
を
増
す
ナ
オ
ミ
に
、
譲
治
は
失
望
よ
り
も
愛
慕
の
方
に
傾

い
て
ゆ
く
。

彼
女
は
頭
脳
の
方
で
は
私
の
期
待
を
裏
切
り
な
が
ら
、
肉
体
の
方
で
は
い
よ
く
ま
す
く
理
想
通
り
に
、
い
や
、
そ
れ
以
上
に
、
美
し
さ
を
増
し
て
行

つ
た
の
で
す
。
（中
略
）
此
れ
で
は
い
け
な
い
と
気
が
付
い
た
時
に
は
、
既
に
自
分
で
も
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
し
た
。
（七
）

(4)(3)



譲
治
は
肉
体
的
な
美
し
さ
を
兼
備
し
た
ナ
オ
ミ
に
魅
了
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
譲
治
が
本
当
に
求
め
て
い
た
も
の
は
、
譲
治
の
憧
憬
す

る
西
洋
人
女
性
の
美
を
体
現
し
た
ナ
オ
ミ
の
美
し
さ
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
ナ
オ
ミ
が
頭
脳
の
面
で
譲
治
の
期
待
に
応
え

ら
れ
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
制
出
来
な
い
ほ
ど
ナ
オ
ミ
に
魅
了
さ
れ
、
譲
治
は
失
望
よ
り
も
愛
慕
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど

変
貌
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
譲
治
の
変
貌
は
、
ナ
オ
ミ
の
体
現
す
る
美
が
譲
治
に
と

っ
て

一
番
大
切
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
譲
治
の
求
め
て
い
る
も
の
が
ナ
オ
ミ
の
美
し
さ
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
現
わ
し
て
い
る
の
が
、
熊
谷
と
の
関
係
を
続
け

て
い
た
事
が
明
ら
か
に
な
り
、
激
怒
し
た
譲
治
が
ナ
オ
ミ
を

「お
伽
噺
の
家
」
か
ら
放
逐
し
た
際
の
ナ
オ
ミ
の
美
し
さ
に
つ
い
て
語

っ
て

い
る
場
面
で
あ
る
。

考
へ
て
見
る
と
彼
女
の
顔
に
あ
ん
な
妖
艶
な
表
情
が
溢
れ
た
と
こ
ろ
を
、
私
は
今
日
ま
で
一
度
も
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
疑
ひ
も
な
く
そ
れ
は

「邪
悪
の
化
身
」
で
あ
つ
て
、
そ
し
て
同
時
に
、
彼
女
の
体
と
魂
と
が
持
つ
悉
く
の
美
が
、
最
高
潮
の
形
に
於
い
て
発
揚
さ
れ
た
姿
な
の
で
す
。
含
一

十
）

こ
の
ナ
オ
ミ
の
美
し
さ
を
忘
れ
ら
れ
な
い
譲
治
は
、
時
間
が
経

つ
に
つ
れ
て
ナ
オ
ミ
を
放
逐
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
。
そ
の
譲
治
の
台
詞

カ

二
ち
つ
と
や
そ
つ
と
の
不
都
合
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
を

『あ
の
顔
』
と
引
き
換
へ
に
な
る
と
思
つ
て
ゐ
る
の
か
。
あ
れ
だ
け
の
美
は
此
の
後
決
し

て
、
三
度
と
世
間
に
あ
り
は
し
な
い
ぞ
」
‐

ム
あ

ゝ
飛
ん
で
も
な
い
―
　
己
は
ほ
ん
と
に
大
変
な
女
を
逃
が
し
て
し
ま
つ
た
」
含
一十
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
台
詞
か
ら
譲
治
の
求
め
て
い
た
も
の
が
ナ
オ
ミ
の
西
洋
を
体
現
し
た
美
し
さ
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
二

つ
目

の
台
詞
は
初
出
及
び
最
初
の
単
行
本
で
あ
る
改
造
社
版
で
は

「あ

ゝ
飛
ん
で
も
な

い
！
己
は
ほ
ん
と
に
大
変
な
女
を
逃
が
し
て
し
ま

つ
た
。
ピ
ク
フ
オ
ー
ド
と
、
ス
ワ
ン
ソ
ン
と
、
ポ
ー
ラ

・
ネ
グ
リ
と
、
ビ
ー
ブ

・
ダ

ニ
エ
ル
が

一
人
に
な

つ
て
ゐ
る
や
う
な
女
を
！
」
と
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な

っ
て
い
る
。
こ
の
台
詞
か
ら
、
譲
治
に
と

っ
て
ナ
オ
ミ
は
複
数
の
西
洋
の
映
画
女
優
達
を
体
現
し
た
美
を
備
え
た
人
物
で
あ
り
、
譲
治

の
内
面
を
支
配
し
て
い
る
の
は
ナ
オ
ミ
の
美
し
さ
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
か
ら
、
譲
治
は
ナ
オ
ミ
の
美
の
虜
と
な
り
、
耽
溺
に
陥

っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「あ
れ
だ
け
の
美
は
此
の
後
決
し
て
、
三
度
と
世
間
に
あ
り
は
し
な
い
ぞ
」
と
後
悔
し
て
再
び
ど
う
に
か
し
て
ナ

オ
ミ
と
維
り
を
戻
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
前
の
譲
治
は

「
ナ
オ
ミ
以
上
の
美
人
は
い
な
い
と
き
め
て
い
た
訳
で
は
」
な
く
、
「
ナ
オ

ミ
以
上
に
美
し
い
人
が
沢
山
」
い
た
と
語

っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
場
面
で
の
譲
治
は

己
は
絶
対
無
条
件
で
彼
女
の
前
に
降
伏
す
る
。
彼
女
の
云
ふ
と
こ
ろ
、
欲
す
る
と
こ
ろ
、
す
べ
て
に
己
は
服
従
す
る
。
含
一十
）

と
あ
る
よ
う
に
、
譲
治
の
内
面
で
は
ナ
オ
ミ
が
全
て
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
奥
野
健
男
氏
が

「
ナ
オ
ミ
は
自
分

（註

主
譲

治
）
に
と

っ
て
か
け
が
え
の
な
い
、
ほ
か
の
女
で
は
代
用
で
き
な
い
美
」
田
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
譲
治
に
と

つ
て
、
他
の
女

性
で
は
代
用
出
来
な
い
ほ
ど
、
ナ
オ
ミ
の
存
在
は
大
き
く
、
ナ
オ
ミ
の
美
が
圧
倒
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
「西
洋
人
の
や
う
に
」
な
る
べ

く
教
育
を
施
し
た
譲
治
で
あ

っ
た
が
、
次
第
に
教
育
者
と
い
う
立
場
か
ら
美

へ
の
耽
溺
者
へ
と
変
貌
し
て
い
く
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
憧

憬
す
る
西
洋
の
女
性
美
を
体
現
し
た
ナ
オ
ミ
の
美
に
耽
溺
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
と
言
え
る
。

註
０
　
奥
野
健
男
　
ュ削
掲
論
文
　
百
五
十
二
頁

〓
一

「お
伽
噺
の
家
」
の
崩
壊
と
故
郷
の
喪
失

ナ
オ
ミ
の
美
に
耽
溺
し
た
譲
治
で
あ

っ
た
が
、
浜
田
か
ら
ナ
オ
ミ
は

「
口
に
は
出
来
な
い
ヒ
ド
イ
仇
名
」
が
付
け
ら
れ
た

「慰
み
も

の
」
で
あ
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
、
ナ
オ
ミ
ヘ
の
想

い
を
断
ち
切
る
決
心
を
す
る
。
ナ
オ
ミ
と
生
活
を
共
に
す
る
た
め
の

「お
伽
噺
の
家
」

か
ら
ナ
オ
ミ
は
放
逐
さ
れ
て
し
ま
い
、
ナ
オ
ミ
が
存
在
し
な
い

「お
伽
噺
の
家
」
は
譲
治
に
と

っ
て
意
味
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
「
お



伽
噺
の
家
」
に
つ
い
て
、
永
栄
啓
伸
氏
が

「非
現
実
空
間
」
と
指
摘
を
し
て
い
る
電

こ
の
指
摘
は
首
肯
出
来
よ
う
。
譲
治
に
と

つ
て

「お
伽
噺
の
家
」
は
夢
想
的
西
洋
崇
拝
を
胚
胎
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
い
空
間
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
人
の
少
女
を
友
達
に
し
て
、
朝
夕
彼
女
の
発
育
の
さ
ま
を
眺
め
な
が
ら
、
明
る
く
晴
れ
や
か
に
、
云
は
ゞ
遊
び
の
や
う
な
気
分
で
、　
一
軒
の
家
に

住
む
と
云
ふ
こ
と
は
、
正
式
の
家
庭
を
作
る
の
と
は
違
つ
た
、
又
格
別
な
興
味
が
あ
る
や
う
に
思
へ
ま
し
た
。
貧

）

「お
伽
噺
の
家
」
で
の
日
常
生
活
は

「ま
ま
ご
と
」
を
真
似
た

「遊
び
の
や
う
な
」
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
い
生
活
を
す
る
空
間
で
あ
り
、
ま

た
、
譲
治
の
夢
想
的
西
洋
崇
拝
と
い
う
ナ
ル
シ
ンヽ
ズ
ム
を
満
た
す
空
間
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
い
生
活
は

「
シ

ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
と
い
う

「あ
ま
り
世
間
に
類
例
が
な
い
」
特
殊
な
夫
婦
関
係
を
基
盤
と
し
た
生
活
様
式
で
あ
る
。
譲
治
の
い
う

「
シ

ン
プ
ル

・
ラ
イ
フ
」
と
は

「主
人
と
細
君
と
下
女
と
の
仕
事
が
い
や
に
キ
チ
ン
と
分
か
れ
」
て
お
ら
ず
、
「近
所
隣
り
や
親
類
同
士
と
の

附
き
合
い
」
を
省

い
た

「簡
単
」
で

「自
由
な
形
式
」
の

「ま
ま
ご
と
」
を
真
似
た
遊
び
の
生
活
を
指
す
も
の
で
あ

っ
た
。
二
人
は

「
お

伽
噺
の
家
」
で
世
間
の
夫
婦
ら
し
く
な
い
よ
う
な
、
友
達
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
、
日
常
生
活
に
必
要
な
家
事
を
切
り
捨
て
た
非
日
常
的

生
活
を
営
み
、
譲
治
は
そ
の

「お
伽
噺
の
家
」
で
、
美
し
く
成
長
す
る
ナ
オ
ミ
と

「夢
の
や
う
な
」
日
々
を
送
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

譲
治
と

っ
て
の

「
お
伽
噺
の
家
」
は
、
日
常
生
活
の
雑
事
や
系
累
等
を
捨
象
し
、
ナ
オ
ミ
と
の
二
人
だ
け
で
過
ご
す
幸
福
な
日
常
だ
と
い

え
る
。
永
栄
氏
が

「
お
伽
噺
の
家
」
に
於
け
る
譲
治
と
ナ
オ
ミ
の
幸
福
の
相
違
に
つ
い
て
、

譲
治
の
言
う

〈
昔
の
よ
う
な
幸
福
〉
と
は
、
全
一人
き
り
で
、
毎
晩
の
よ
う
に
浅
草
へ
出
か
け
、
活
動
小
屋
を
覗
い
た
り
帰
り
に
は
何
処
か
の
料
理

屋
で
晩
飯
を
た
べ
〉
る
日
常
を
意
味
し
た
。
（中
略
）

一
方
、
ナ
オ
ミ
の
〈
昔
の
よ
う
な
幸
福
〉
と
は
、
生
活
が
保
障
さ
れ
、
譲
治
の
庇
護
の
も
と

で
誰
に
も
拘
束
さ
れ
ず
自
由
に
動
き
回
り
た
い
と
い
う
、
こ
れ
も
ず
い
ぶ
ん
勝
手
な
思
い
で
あ
る
②
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
ナ
オ
ミ
に
つ
い
て
の
指
摘
は
首
肯
出
来
る
が
、
譲
治
の
指
摘
に
つ
い
て
、
更
に

一
歩
進
め
て
言
う
な
ら
ば
、
映
画
や

外
食
と
い
っ
た

「お
伽
噺
の
家
」
か
ら
離
れ
た

「浅
草
」
「活
動
小
屋
」
「料
理
屋
」
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
場
所

へ
出
か
け
た
後
に

谷
崎
潤

一
郎

『痴
人
の
愛
』
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



谷
崎
潤

一
郎

『痴
人
の
愛
』
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
エ
ハ

必
ず
戻

っ
て
来
る

「
お
伽
噺
の
家
」
で
過
ご
す
日
常
生
活
が
基
盤
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
ナ
オ
ミ
の
成
長
」
と
い
う
名
の

日
記
や

「活
動
女
優
の
真
似
事
」
を
し
た
写
真
等
は

「
お
伽
噺
の
家
」
で
過
ご
し
た
幸
福
な
日
々
を
象
徴
す
る
例
証
と
し
て
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
オ
ミ
は
譲
治
を
裏
切
り
、
「お
伽
噺
の
家
」
か
ら
放
逐
さ
れ
た
こ
と
で
、
ナ
オ
ミ
と
二
人
だ
け
の

「夢
の
や
う

な
」
生
活
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
幸
福
で
あ

っ
た

「お
伽
噺
の
家
」
で
の
生
活
は
崩
壊
す
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
矢
先
に
、

母
が
急
逝
す
る
出
来
事
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
譲
治
と
母
は
、
「幼
い
折
に
父
を
失

い
、
母
の
手

一
つ
で
育
」
て
ら
れ
た

「世
間
普
通
の

親
子
以
上
」
で
、
母
親
を

「尊
敬
し
て
い
た
」
と
い
う
親
子
関
係
で
あ

っ
た
。
母
親
は

「私

（註

・
譲
治
）
を
信
じ
、
私
の
心
持
を
理
解

し
、
私
の
為
を
」
思
い

「立
身
出
世
」
を
願
う
親
で
あ
り
、
譲
治
は
常
に
母
親
の

「慈
愛
の
い
か
に
深
い
」
か
を
感
じ
て
い
た
。
そ
の
母

の
死
は
譲
治
に
と

っ
て
大
き
な
も
の
で
あ

っ
た
。
母
の
死
に
よ
り
、
譲
治
は

「
ナ
オ
ミ
の
色
香
に
身
も
魂
も
狂
つ
て
ゐ
」
た
自
分
自
身
を

冷
静
に
受
け
と
め
、
「
お
前
の
母
が
今
死
ん
だ
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
の
だ
。
母
は
お
前
を
戒
め
る
の
だ
。
教
訓
を
垂
れ
て
下
さ
つ
た
の

だ
。」
と
今
ま
で
ナ
オ
ミ
に
翻
弄
さ
れ
て
い
た
自
分
の
行

い
を
反
省
す
る
。

こ
の
大
い
な
る
悲
し
み
が
、
何
か
私
を
玲
龍
た
る
も
の
に
浄
化
し
て
く
れ
、
心
と
体
に
堆
積
し
て
ゐ
た
不
潔
な
分
子
を
、
洗
い
清
め
て
く
れ
た
こ
と

は
云
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
悲
し
み
が
な
か
つ
た
ら
、
私
は
或
は
、
ま
だ
今
頃
は
あ
の
汚
ら
わ
し
い
淫
婦
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
失
恋
の

痛
手
に
悩
ん
で
ゐ
た
で
せ
う
。
そ
れ
を
思
ふ
と
母
が
死
ん
だ
の
は
矢
張
無
意
義
で
は
な
い
の
で
し
た
。
↑
一十
四
）

母
の
死
を
切

っ
掛
け
に
こ
れ
か
ら
は

「母
の
悌
を
偲
び
」
な
が
ら
母
の
為
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
そ
の
譲
治
の
決
心
と
は
、
東
京
で
の
立

身
出
世
や
ナ
オ
ミ
を
諦
め
て
、
母
の
墓
地
が
あ
る
故
郷
で

一
生
を
過
ご
す
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
譲
治
の
決
心
は
叔
父
や

妹
や
親
類
逹
に

「
母
の
死
の
た
め
に
大
事
な
未
来
を
む
ざ
ノ
ヽ
埋
め
て
し
ま
ふ
で
も
な
か
ろ
う
。」
と
深
く
取
り
合

つ
て
も
ら
え
な
い
。

母
の
死
の
も
た
ら
す
意
味
に
つ
い
て
、
今
村
忠
純
氏
の

「〈
家
〉
と
の
つ
な
が
り
か
ら

〈
自
由
こ
ｏ
、
今
村
氏
の
指
摘
を
更
に

一
歩
進
め

た
前
田
久
徳
氏
の

「完
全
に
日
常
の
論
理
か
ら
解
き
放
た
れ
、
〈
痴
人
〉
完
成

へ
の
用
上量
囲
、
安
田
孝
氏
の

「
「家
庭
」
か
ら
解
き
放
れ



た
」
が

「自
由
に
な

っ
た
喜
び
」
で
は
な
く

「捨
て
子
の
境
遇
に
追
い
や
ら
れ
た
」
０
と
の
指
摘
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
と
も
と
譲
治
は
総

領
息
子
で
あ

っ
た
が
、
「実
家
は
相
当
に
大
き
く
農
業
を
営
ん
で
」
お
り

「年
老
い
た
母
親
と
、
忠
実
な
叔
父
夫
婦
と
が
、
万
事
を
切
り

盛
り
し
て
ゐ
て
く
れ
た
の
で
、
私
は
全
く
自
由
な
境
涯
に
あ

つ
た
」
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
総
領
息
子
で
あ
る
か
ら

「全
く
自
由
な
境
涯
」
と
は
い
え
、
故
郷
で
暮
ら
し
て
い
る
母
親
の
こ
と
を
案
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
母
親
の
死
に
よ
り
家
と

の
繋
が
り
か
ら
自
由
に
な

っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
譲
治
の
中
で
大
き
な
存
在
で
あ

っ
た
母
が
死
ぬ
こ
と
で
、
自
己

の
拠
り
所
を
失
い
、
孤
独
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
安
田
氏
の
指
摘
は
首
肯
出
来
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
譲
治
に
と

っ

て
、
母
は
常
に
無
条
件
で
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
存
在
で
あ

っ
た
の
で
、
母
の
い
る
故
郷
は
自
己
の
拠
り
所
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
母
の
死
に
よ

っ
て
、
譲
治
か
ら
故
郷
と
い
う
全
て
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
自
己
の
拠
り
所
を
奪
い
、
孤
独
に
陥
ら
せ
る
。
さ
ら

に
、
ナ
オ
ミ
も

「お
伽
噺
の
家
」
か
ら
い
な
く
な
る
こ
と
で
、
譲
治
は
自
己
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
満
た
す
こ
と
の
出
来
る
空
間
か
ら
も

一

人
放
り
出
さ
れ
、
自
己
を
見
失
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「お
伽
噺
の
家
」
は
、
母
親
が
存
在
し
て
い
る
時
は
夢
想
的
西
洋
崇
拝
を
胚
胎
す

る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
的
役
割
を
担

っ
て
い
た
空
間
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
母
親
が
急
逝
す
る
こ
と
で
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
故
郷
を
失

い
、
ナ
オ
ミ
が
い
な
く
な
る
こ
と
で

「お
伽
噺
の
家
」
は
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
的
役
割
を
崩
壊
さ
れ
、
譲
治
は
自
己
の
拠
り
所
を
失

っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

註
０
　
水ヽ
栄
啓
伸

『痴
人
の
愛
―
―
追
憶
の

「お
伽
噺
の
家
守
―
―
』
亀
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
１８
　
谷
崎
潤

一
郎

。
物
語
の
方
法
』、
有
精
堂
、

平
成
二
年
、
百
三
十
三
頁
）

②
　
水ヽ
栄
啓
伸
　
ユ削
掲
論
文
、
百
三
十
六
頁

０
　
今
村
忠
純

「「痴
人
の
愛
」
に
関
す
る
メ
モ
」
翁
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」、
至
文
堂
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
号
、
五
十
八
頁
）

０
　
ユ削
田
久
徳
　
ユ削
掲
論
文
、
四
十
八
頁

谷
崎
潤

一
郎

『痴
人
の
愛
』
論

二
七



谷
崎
潤

一
郎

『痴
人
の
愛
』
論

同
　
安
田
孝

『痴
人
の

「愛
Ｌ

（『谷
崎
潤

一
郎
の
小
説
』
、
翰
林
書
房
、
平
成
六
年
十
月
、
百
五
十
頁
）

二
八

四

　

馬

乗

り

の
意

義

「
お
伽
噺

の
家
」
も
全

て
を
受
け
と
め
て
く
れ
る
母
親

の
い
る
故
郷
も
失

っ
た
こ
と

で
、
自
己
の
拠
り
所
を
彿
往
し
て
い
た
譲
治

の
眼

前

に
、　
一
見
す
る
と
、
西
洋

の
女
性
と
見
間
違
え
る
容
貌
を
し
た
ナ
オ
ミ
が
姿
を
現
わ
す
。
譲
治
の
眼
は
、
こ
の
ナ
オ
ミ
の
肌
の
色

の
白

さ
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

こ
の
不
可
解
な
え
た
い
の
分
か
ら
ぬ
妖
し
い
少
女
、
―
―
‐そ
れ
は
ナ
オ
ミ
で
あ
る
と
云
ふ
よ
り
も
、
ナ
オ
ミ
の
魂
が
何
か
の
作
用
で
、
或
る
理
想
的

な
美
し
さ
を
持
つ
幽
霊
に
な
つ
た
の
ぢ
や
な
い
か
知
ら
ん
？
　
と
、
私
は
そ
ん
な
気
さ
へ
し
ま
し
た
。
↑
一十
五
）

ナ
オ
ミ
は
、
シ

ュ
レ
ム
ス
カ
ヤ
夫
人
と
同
じ
く
、
内
面
か
ら
西
洋
を
醸
し
出
す

「白
」
を
体
現
し
た
姿
で
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ナ
オ
ミ

の
変
貌

に
よ
り
、
再
び
譲
治
は
ナ
オ
ミ
ヘ
の
執
着
を
募
ら
せ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
譲
治
は

「或
る
理
想
的
な
美
し
さ
」
を
兼
備
し
た
女
性

と
し
て
ナ
オ
ミ
を
見
倣
す

の
で
あ
る
。
譲
治
は
西
洋
の
女
性
美
を
憧
憬
す
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な
夢
想
的
西
洋
崇
拝
を
素
地
と
し
て
持

っ

て

い
た
の
で
、
西
洋
を
醸
し
出
す

「白
」

の
作
用
に
よ
り
、
ナ
オ
ミ
に
対
す
る
認
識
が
変
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

兎
に
角
今
迄
の
ナ
オ
ミ
に
は
、
い
く
ら
拭
つ
て
も
拭
ひ
き
れ
な
い
過
去
の
汚
点
が
そ
の
肉
体
に
滲
み
着
い
て
ゐ
た
。
然
る
に
今
夜
の
ナ
オ
ミ
を
見
る

と
そ
れ
ら
の
汚
点
は
天
使
の
や
う
な
純
白
な
肌
に
消
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、
思
ひ
出
す
さ
へ
忌
ま
は
し
い
や
う
な
気
が
し
た
も
の
が
、
今
は
あ
べ
こ
ベ

に
、
そ
の
指
先
に
触
れ
る
だ
け
で
も
勿
体
な
い
や
う
な
感
じ
が
す
る
。
Ｔ
一十
五
）

ナ
オ
ミ
の
白

い
肌
の
作
用
が
、
「
口
に
は
出
来
な

い
ヒ
ド
イ
仇
名
」
を
付
け
ら
れ
た

「慰
み
も

の
」
で
あ

っ
た
ナ
オ
ミ
の
過
去

の
汚
点
す

ら
浄
化
し
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
こ
の

「白
」

の
作
用
は
、
過
去
の
汚
点
を
浄
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
譲
治
は

ナ
オ
ミ
を
内
面
か
ら
西
洋
を
醸
し
出
す

「白
」
を
体
現
し
た

「貴

い
憧
れ
の
的
」

へ
と
昇
華
さ
せ
、
ナ
オ
ミ
の
内
面
に
あ
る
美
し
さ
を
見



出
さ
せ
る
。
だ
か
ら
、
「白
」
を
体
現
し
た
ナ
オ
ミ
は
、
譲
治
に
と

っ
て
現
世
の
女
性
像
で
な
く
、
「
理
想
的
な
美
し
さ
を
持
つ
幽
霊
」
や

「幻
」
の
よ
う
な
現
実
に
は
存
在
し
な
い
ほ
ど
純
化
さ
れ
た
女
性
と
し
て
映
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
拠
り
所
を
失

い
、
心
の
支
え
の
な

い

譲
治
は
、
憧
憬
す
る
西
洋
を
醸
し
出
す

「白
」
と
内
面
の
美
し
さ
が
形
象
化
さ
れ
た
ナ
オ
ミ
に
魅
了
さ
れ
て
い
き
、
ナ
オ
ミ
に
耽
溺
す
る

こ
と
で
自
己
の
拠
り
所
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
譲
治
は
も
う
三
度
と
自
分
の
眼
前
に
姿
を
現
わ
さ
な
い
で
ほ
し
い
と
強
く
言

う
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
ナ
オ
ミ
は
足
繁
く
譲
治
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
の
度
に
譲
治
を
誘
惑
す
る
。
そ
の
誘
惑
の
仕
方
も
、
や
は
り
白

い
肌
を
使
い
、
譲
治
の
心
を
翻
弄
す
る
よ
う
に
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

折
々
ち
ら
と
見
せ
ら
れ
る
ナ
オ
ミ
の
肌
の
僅
か
な
部
分
は
、
（中
略
）
ほ
ん
の
ち
よ
つ
と
し
た
片
鱗
だ
け
で
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
女
の
体

が
前
よ
り
も
尚
つ
や
ゝ
か
に
、
憎
い
く
ら
ゐ
に
美
し
さ
を
増
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
私
の
眼
に
は
決
し
て
見
逃
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
含
一十
六
）

譲
治
は
ナ
オ
ミ
の
白
い
肌
を
眼
に
す
る
度
に
理
性
を
失

っ
て
い
き
、
譲
治
の
心
は
ナ
オ
ミ
と
維
り
を
戻
し
た
い
と
い
う
考
え
で
埋
め
尽
く

さ
れ
て
い
き
、
心
に
余
裕
が
な
く
な

っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
ナ
オ
ミ
は
自
分
の
背
中
や
脇
を
剃

っ
て
ほ
し
い
と

「う
ん
と

近
く

へ
寄

つ
て
、
あ
の
皮
膚
を
し
み
ハ
ヽ
と
見
ら
れ
る
」
機
会
を
譲
治
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
遂
に
譲
治
は
自
分
の
理
性
を
抑
え
切
れ
な

く
な
り
、
ナ
オ
ミ
の
肘

へ
飛
び
付
き
、
四
回
目
の
馬
乗
り

へ
と
展
開
す
る
。

『痴
人
の
愛
』
の
作
品
世
界
に
於

い
て
、
計
四
回
の
馬
乗
り
の
場
面
が
あ
る
。
馬
乗
り
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
四
回
と
も
同
じ
で

あ
る
と
い
う
立
場
か
、　
一
～
三
回
日
と
四
回
目
と
の
馬
乗
り
は
異
な
る
と
い
う
立
場
か
ら
の
論
考
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
四
回
と
も
馬
乗

り
は
同
じ
立
場
で
あ
る
と
す
る
茂
木
博
氏
ｏ
、
潮
千
澄
氏
②
の

「
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
的
態
度
」
と
い
う
見
解
、　
一
方
、　
一
～
三
回
目
と
四
回
目

と
の
馬
乗
り
は
異
な
る
立
場
で
、
笠
原
伸
夫
氏
は

一
回
目
の
馬
乗
り
を

「単
な
る
遊
び
」
と
し
四
回
目
を

「
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
快

楽
」
を
得
る
行
為
と
す
る
見
解
ｏ
、
四
回
目
の
馬
乗
り
を
重
視
し
た
千
葉
俊
二
氏
の

「
ア
メ
リ
カ
映
画
の
提
供
す
る
美
」
を
体
現
し
た
ナ

オ
ミ
の
魅
力
に

「
ひ
れ
伏
す
」
ｏ
と
の
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
譲
治
に
は
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
的
性
質
が
あ
る
こ
と
は
作
品
世
界
の
中
で

谷
崎
潤

一
郎
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も
散
見
出
来
る
こ
と
か
ら
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
四
回
も
の
馬
乗
り
が
譲
治
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
的
態
度
に
拠
る
だ
け
と
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
、　
一
～
三
回
目
の
馬
乗
り
に
つ
い
て
の
考
察
を
し
て
お
き
た
い
。　
一
回
目
の
馬
乗
り
の
場
面
は
、
「お
伽
噺
の

家
」
で
ナ
オ
ミ
と
の
生
活
を
始
め
た
頃
の
馬
乗
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
笠
原
氏
の

「単
な
る
遊
び
」
と
い
う
見
解
に
首
肯
出
来
る
。
二
回
目

の
馬
乗
り
は
、
譲
治
が
ナ
オ
ミ
の
男
性
関
係
の
実
態
を
会
社
の
同
僚
逹
か
ら
聞
か
さ
れ
、
ナ
オ
ミ
の
言
動
を
疑
い
つ
つ
も
信
じ
よ
う
と
す

る
夫
婦
の
会
話
の
中
で
の
場
面
に
あ
る
。
こ
の
二
回
目
の
馬
乗
り
は
、
笠
原
氏
の
見
解
を
更
に
進
め
て
言
う
な
ら
ば
、
「単
な
る
遊
び
」

と

い
う
よ
り
も

「
お
伽
噺
の
家
」
で
幸
福
な
生
活
を
共
に
過
ご
し
た
自
分
の
思
い
描
く
ナ
オ
ミ
像
を
壊
し
た
く
な
い
と
す
る
、
自
己
陶
酔

を
意
味
す
る
馬
乗
り
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
と
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な
馬
乗
り
を
意
味
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的

な
馬
乗
り
が
端
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
三
回
目
の
ナ
オ
ミ
を
乗
せ
て
い
る
と
想
定
し
た
馬
乗
り
の
場
面
で
あ
る
。

再
び
彼
女
を
背
中
の
上
へ
跨
が
ら
せ
て
、
此
の
部
屋
の
中
を
這
つ
て
見
よ
う
。
そ
れ
が
出
来
た
ら
己
は
ど
ん
な
に
嬉
し
い
か
知
れ
な
い
と
、
ま
る
で

そ
の
事
を
此
の
上
も
な
い
幸
福
の
や
う
に
空
想
し
た
り
す
る
の
で
し
た
。
（中
略
）
そ
れ
か
ら
私
は
、
―
―
‐此
処
に
書
く
の
も
恥
ず
か
し
い
事
の
限

り
で
す
が
、
―
―
上
一階
へ
行
つ
て
、
彼
女
の
古
着
を
引
つ
張
り
出
し
て
そ
れ
を
何
枚
も
背
中
に
載
せ
、
彼
女
の
足
袋
を
両
手
に
嵌
め
て
、
又
そ
の
部

屋
を
四
ツ
ん
這
ひ
に
な
つ
て
歩
き
ま
し
た
。
含
一十
）

こ
の
場
面
か
ら
、
存
在
し
な
い
ナ
オ
ミ
を
想
定
し
自
ら
馬
乗
り
と
な
る
こ
と
で
、
「此
の
上
も
な
い
幸
福
」
を
感
得
し
、
歓
喜
に
酔
い
し

れ
自
己
陶
酔
す
る
譲
治
像
が
窺
え
よ
う
。
こ
の
自
己
陶
酔
の
起
因
は
譲
治
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
四
回
目
の
馬

乗
り
は
、
譲
治
の
自
己
陶
酔
、
及
び
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
意
味
す
る
馬
乗
り
で
は
な
い
。
四
回
目
の
馬
乗
り
は
理
性
を
抑
え
き
れ
な
く
な

っ

た
譲
治
が
ナ
オ
ミ
に

「ぢ
や
あ
己
を
馬
に
し
て
く
れ
、
い
つ
か
の
や
う
に
己
の
背
中

へ
乗
つ
か
つ
て
く
れ
、
ど
う
し
て
も
否
な
ら
そ
れ
だ

け
で
も
い
ゝ
！
」
と
言
い

「
四
ツ
ん
這
ひ
」
に
な
る
場
面
で
あ
る

（一
一十
七
）
こ
の
四
回
目
の
馬
乗
り
は
、
譲
治
が
自
ら
馬
と
な
リ
ナ
オ

ミ
を
乗
せ
る
こ
と
で
、
自
己
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な
夢
想
的
西
洋
崇
拝
を
捨
て
去
り
、
過
去
に
過
ち
を
犯
し
た
ナ
オ
ミ
の
全
て
を
許
し
、



ナ
オ
ミ
の
全
て
を
受
け
入
れ
る
意
味
を
成
す
の
で
あ
る
。
磯
田
光

一
氏
は

「女
性

へ
の
拝
脆
の
衝
動
は
、
女
を
極
度
に
理
想
化
す
る
想
像

力
」
に
拠
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
電

確
か
に
、
こ
の
時
の
ナ
オ
ミ
は

「白
」
の
作
用
に
よ
り
、
西
洋
を
形
象
化
し
、

過
去
の
汚
点
さ
え
も
浄
化
さ
れ
た
内
面
の
美
し
さ
を
兼
備
し
た

「貴
い
憧
れ
の
的
」

へ
と
昇
華
し
た
ナ
オ
ミ
で
あ

っ
た
。
そ
の
ナ
オ
ミ
の

美
に
拝
脆
を
示
す
儀
式
と
し
て
の
馬
乗
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
譲
治
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な
夢
想
的
西
洋
崇
拝
を
捨
て
、
最

後
に
選
ん
だ
の
は
拝
脆
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
譲
治
は
自
ら
馬
と
な
リ
ナ
オ
ミ
を
乗
せ
る
こ
と
で
拝
脆
と
い
う
美
の
世
界

へ
志
向
す
る
の

で
あ
る
。
ナ
オ
ミ
と
維
り
を
戻
し
た
後
に
ナ
オ
ミ
の
白
い
肌
が

「
ア
マ
に
手
伝
は
せ
て
、
体
ぢ
ゆ
う

へ
お
白
粉
を
塗
」

っ
た
技
巧
的
に
造

ら
れ
た
偽
物
の
白

い
肌
だ
と
分
か

っ
て
も
、
譲
治
の
拝
脆
の
姿
勢
は

一
貫
し
て
い
る
。

此
れ
を
読
ん
で
馬
鹿
々
々
し
い
と
思
ふ
人
は
笑
つ
て
下
さ
い
。
教
訓
に
な
る
と
思
ふ
人
は
、
い
ゝ
見
せ
し
め
に
し
て
下
さ
い
。
私
自
身
は
、
ナ
オ
ミ

に
惚
れ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
ど
う
思
は
れ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
含
一十
八
）

と
、
ナ
オ
ミ
を

「貴

い
憧
れ
の
的
」

へ
と
昇
華
さ
せ
た

「白
」
が
偽
物
で
あ

っ
て
も
、　
喜
貝
し
て
拝
脆
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い
譲
治
は

「
ヂ

ヨ
ー
デ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
痴
人
に
つ
い
て
、
永
栄
氏
は

「現
実
す
べ
て
を
無
抵
抗
に
受
容
」
し
、
「自
由

へ
の
拠
点
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
試
み
」
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
⑥
。
永
栄
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
譲
治
は
ナ
オ
ミ
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
拝
脆
を

行
う
こ
と
で
、
「
ヂ
ヨ
ー
デ
」
と
し
て
新
た
に
生
ま
れ
変
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
譲
治
が

「
ヂ
ヨ
ー
ヂ
」
と
な
る
こ
と
で
、
伊
藤
整
の

「屈

辱
的
な
形
で
同
棲
」
ｏ
と
の
見
解
や
笠
原
氏
の

「破
滅

へ
の
道
」
ｏ
と
の
見
解
よ
り
も
、
譲
治
が

「
ヂ
ヨ
ー
ヂ
」
と
な
る
こ
と
で
、
世
間
や

社
会
か
ら
盲
日
と
な
り
、
ナ
オ
ミ
の
全
て
を
受
容
し
、
ナ
オ
ミ
に
纏
わ
る
男
性
関
係
に
お
い
て
、
以
前
の
よ
う
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く

達
観
し
た
姿
勢
が
看
取
出
来
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
「
ヂ
ョ
ー
デ
」
に
な
る
こ
と
で
拝
脆
と
い
う
美
に
対
す
る
姿
勢
が

一
貫
し
、

確
立
し
た
と
も
い
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
序
で
も
言
及
し
た
通
り

『痴
人
の
愛
』
は
作
品
世
界
か
ら
、
谷
崎
文
芸
に
於
い
て
拝
脆
の

美
学
が
確
立
し
た
作
品
で
あ
る
と
位
置
付
け
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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博
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乗
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に
な
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女
の
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自
と
行
方
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と
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ニ
田
文
学
」
、
平
成

一
年
八
月
号
、
百
四
十
九
頁
）

潮
千
澄

「谷
崎
潤

一
郎
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人
の
愛
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論
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「
島
根
国
語
国
文
」
、
平
成
七
年
十
二
月
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九
十
六
頁
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笠
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伸
夫
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愛
―
―
谷
崎
潤

一
郎
論
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と
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」
、
平
凡
社
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
号
、
三
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五
頁
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千
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二
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作
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月
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頁
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文
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頁

永
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頁

伊
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整
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潤

一
郎
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文
学
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、
昭
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四
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百
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頁
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頁
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文
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