
「猫

と

庄

造

と

二
人

の
を

ん

な
」

論

ノ
ー

ト

そ

の
多
様
な

〈語
り
〉
を
軸

に

高

山

京

子

「猫 と庄造 と二人の をんな」論 ノ0ト

異
論

は
あ
る
だ

ろ
う

が
、
私
は
、
彩
し

い
数
に
上

る
谷
崎
潤

一
郎

の
作
品

の
な
か

で
、

「春

琴
抄
」

(
「中
央
公
論
」
昭
和
八

・
六
)
と

「猫

と
庄

造
と

二
人

の
を
ん
な
」

が
最
も
完
成
度
が
高

い
も

の
だ
と

思

っ
て

い
る
。
個

人
的
な
好

み
と
し
て
は
、
後
者
に
軍
配
を
上
げ
た

い

。こ
れ

に

は
理
由

が

あ

る
。

一
般

的

に
代
表

作

と
考

え

ら

れ

て

い
る

谷

崎

の
作

品

は
、

意
外

に
も
主

題

が
分

裂

し

て
し

ま

っ
た

り
、

結
末

が
破

綻

し

て

い
る
も

の
が
多

い
。

た

と
え

ば

、

「
卍

」

(「
改

造

」

昭

和

三

二

二
～

四

・
四

、

六
～

一
〇
、

一
二
～

五

・
一
、

四
)

は
同
性

愛

を

扱

っ
た
作

品

で
あ
り

、
作

者

の
主

眼

も

そ

こ

に
あ

る

の
だ

ろ
う

が
、

実

際

に
強

烈

な
存

在

感

を
放

っ
て

い
る

の
は
、
小

説

内

で
起

こ

る
事
件

に
す

べ

て
絡

ん

で
く

る
綿

貫
栄

次

郎

と

い
う
異

常

性
格

の
男

で
あ

る

。
ま

た

、

「
少

将

滋

幹

の
母
」

(
「毎

日
新

聞

」

昭
和

二

四

・

一
一

・

一
六

～

二

五

・
二

・
九
)

で
、
最

も

リ

ア
リ

テ

ィ
が

あ

る

の

は
北

の
方
を
失

っ
た
大
納
言
国
経
が
行
う
不
浄
観

の
修
行

河
原

に
打

ち
捨

て
ら
れ
た
若

い
女

の
屍

骸
に
礼
拝

し
、
沈
思
黙
考

す

る

の
場
面

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
老
年

の
性

の
妄
執
が
鬼
気
迫

る
形

で
描
か
れ
て

い
て
、
物
語

の
結
末
部
分
で
あ
る
感
動
的
な

?
滋
幹
と

母
と

の
再
会

は
、
取

っ
て

つ
け
た
よ
う

な
印
象
を
拭

い
難

い
。
そ
う

い
う

な
か

で
、
「
猫
と
庄

造
と

二
人

の
を
ん
な
」
は
登
場
人
物

そ
れ

ぞ
れ
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て

い
る
の
と
同
時
に
、
最
後
ま

で
あ
る

一
定

の
リ
ズ

ム

の

〈語
り
〉
が
持
続
さ
れ
、

ユ
ー

モ
ア
を
醸
し
出
す

こ
と

に
成
功

し
て

い
る
。

市
井

の
庶
民
を
描

い
た
点
、
写
実
的
色
合

い
が
強

い
点
な
ど
か
ら
、

こ
の
作
品
は

「
小
さ
な
王
国
」

(原
題

「
ち
ひ
さ
な
王
国
」
、

「
中
外
」

大
七

・
八
)
と
並

ん
で
異
色

作
と

み
な

さ
れ

て

い
る
が
、

「
改
造

」

の

一
九

三
六
年

(昭
和

=

)

一
、
七
月
号

に
発
表
さ
れ
た
当
時
か

ら
評
判
は
良
か

っ
た
。
翌
年
七
月
、
創
元
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
直
後
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の
谷
崎
よ
り
娘

・
鮎
子

に
宛

て
ら
れ
た
書
簡

(昭
和

一
二

・
八

二
二

一
)
に
は
、
「
此

の
本
は
出
来
る
や
否

や
全
部
売
れ

て
し
ま
ひ
も

は

や
手

元
に
も
創
元
社

に
も
殆
ど
な

い
と
云
ふ
始
末

で
す
」
と

い
う
言

葉

が
み
ら
れ
る
。
河
上
徹
太
郎

も
、
「
文
芸
時
評
」

(「
新
潮
」

昭
和

=

・
二
)

に
お

い
て

「谷
崎
潤

一
郎
氏

の

『猫
と
庄
造
と

二
人

の

を

ん
な
』

は
傑
作

で
あ
る
。
そ
ん
な

こ
と
は

い
ふ
だ
け
野
暮
な
話
だ

が
、
新
年
号

で
矢
張
り

一
番

い
い
と
感
服

し
た

の
だ
か
ら
仕
方

が
な

い
。

(中
略
)
ロ
ハ会
話
だ
け
を
記
し
て
所
謂
写
実
的
な
だ
け
で
な
く
、

人
物

の
平
常

の
起
居

・
態
度
か
ら
対
人
関
係
を
含
め

て

一
切
さ
ら
け

出
し

て
余
り
が
な

い
。
し
か
も

そ
の
上
に
猫

の
触
感
が
色

つ
ぼ
く

二

人

の
男
女

の
姿
態
を
彩

つ
て
、
こ
の
凡
夫
夫
婦

の
交
渉

に
結
局
超
人

的
な
媚
態
を
想

は
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
ゐ
る
」
と
評
価
し
た
。
し

か
し
、
そ

の
論
考
と
な
る
と
他

の
も

の
に
比

べ
て
少
な

い
と

い
う
印

象
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
私
な
り

に
こ
の
愛

す

べ
き
作
品

の
魅
力
を
、

主
と
し
て
そ

の

〈語
り
〉

の
面

か
ら
探

っ
て
い
こ
う
と
思
う
。

こ

の
作
品
が
誕
生

し
た
背
景

に
は
、

一
九

三

一
年

(昭
和
六
)

四

月
に
お
け
る
古
川
丁
未
子
と

の
離
婚
と

い
う
谷
崎
自
身

の
実
生
活

の

(
ユ

)

問
題
が
関
わ

っ
て
い
る
と

い
う
見
方
も
あ
る
が
、
私
は
、
同
時
期

に

進

め
ら
れ

て
い
た

「
源
氏
物
語
」
現
代
語
訳
と

の
関
連

の
方
を
重
視

し
た

い
。

谷
崎
が
中
央
公
論
社
社
長

・
嶋
中
雄
作

か
ら
現
代
語
訳

の
相
談
を

受
け
た

の
は
三
一二
年
頃

で
、
三
五
年
九
月

よ
り
開
始
さ
れ
三
八
年
九

月
に
脱
稿
し
た
。
翌
年

一
月
か
ら
四

一
年
七
月
ま
で
、
中
央
公
論
社

か
ら
全

二
十
六
巻
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
。
谷
崎
が

「何
分

に
も
こ
れ

(
2
)

を
完
成
す

る
た
め
に
は
数
年

間

の
努
力
と
根
気
と
を
要
す

る
」
と
発

言
し
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
仕
事
は
並
大
抵

の
労
力

で
な
し
得

る
も

の
で
は
な

い
。
こ
の
現
代
語
訳
に
取
り
掛
か

っ
て

い
る
期
間
に
唯

一

発
表
さ
れ
た
小
説
が

「
猫
と
庄
造
と

二
人

の
を

ん
な
」

で
あ
る
。
野

村
尚
吾
は
、
古
川
丁
未
了
と

の
離
婚

の
問
題
も
絡
め

て
、
「
源
氏

の

仕
事

に
か
か
る
前
か
ら
、
頭

に
去
来

し
て
離

れ
な
か

っ
た

テ
ー

マ
で

あ

っ
た
。
そ

の
た
め
現
代
語
訳

に
か
か

っ
て
も
、
気

に
か
か

っ
て
な

ら
ず

、
ど
う

せ

一
方

は
長
く

か
か
る
仕
事

で
あ

る
か
ら
、

い

っ
そ
早

い
う
ち

に
小
説
を
書

い
て
お
こ
う
と

い
う
気

に
な
り
、
源
氏

の
方
を

(
3
)

傍

ら

に

の
け

て
、
取

り

か
か

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
」

と

い

っ

て

い
る

が

、
私

は

む

し

ろ

、

こ

の
作

品

の
成

功

は

、

「
源

氏

物

語

」

現
代

語

訳

と

い
う

緊

張
状

態

か

ら

の
リ

ラ

ッ
ク

ス
と

い
う

意

味
合

い

が
強

い
と
思

わ

れ

る
。
作

品

の
余

裕

と
落

ち

着
き

、

ユ
ー

モ

ア
も

そ

こ
か
ら
来

る

の
で

は
な

い
か

。
林

芙
美

子
な

ど
も

、

彼
女

の
す

べ

て

を
打

ち
込

ん
だ

「
浮
雲

」

(「風

雪
」
昭
和

二
四

・
一

一
～

二
五

・
八
、

「
文

學

界

」

同
年

九

～

二
六

・
四
)

の
連

載

と

相
前

後

あ

る

い
は

平

行

す

る
形

で
、
倦
怠

期

の
夫

婦
を

デ

フ
ォ
ル

メ
し

て
描

い
た

ユ
ー

モ

ア
あ

ふ
れ

る

「茶

色

の
眼
」

(
「婦

人

朝

日
」

昭
和

二
四

・

一
～

九

)

や
、
奔

放

に

ア
レ

ン
ジ
し

た

「絵

本
猿

飛

佐

助
」

(「
中
外
新

聞

」
夕

刊

、

昭
和

二
五

・
六

・
一

一
～

一

一

・
二
七

)
な

ど

の
大
衆

文

学
を
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「猫 と庄 造 と二人 のをん な」論 ノー ト

発
表
し

て
お
り
、

こ
う

し
た
例
は
他

の
作
家
に
も

よ
く

み
ら
れ
る
こ

と

で
あ
る
。

「
猫
と
庄
造
と

二
人

の
を
ん
な
」
が
異
色
作
と
も
み
な
さ
れ
て

い

る
所
以
は
、
ま
ず
何

と

い

っ
て
も
観
念

や
知
性
と
は
無
縁

の
庶
民

の

日
常

の

一
こ
ま
と

い
っ
た
も

の
を
扱

っ
て

い
る
点

に
あ

る
。
こ

の
作

品

に
お
け
る
写
実
は
す
ば
ら
し
く
、
細
部
ま
で
見
事

に
行
き
届

い
て

お
り
、
当
時

の
風
俗
も
き
わ
め
て
具
体
的

に
書
か
れ

て
い
る
。
た
と

(
4
)

え
ば
、
庄
造
と
福

子
が
逢
引
を
し
た

の
が

「阪
神

パ
ー
ク
」
だ

っ
た

り
、
寝

つ
か
れ
な

い
品
子
が
手

に
取
る
雑
誌

が

「
主
婦
之
友
」

で
あ

っ
た
り
な
ど
だ
。
こ
れ
は

い
う
ま

で
も
な
く

一
九

一
七
年

(大
正
六
)

三
月
創
刊

の
、

一
般
家
庭

の
主
婦
向

け
の
女
性
雑
誌

で
あ
り
、
四

一

年
に
は
発
行
部
数

が
百
六
十
万
部
に
達
し
た
。
作
者
は
そ
う

い
う
平

均
的
な
意
味
合

い
の
雑
誌
名
を
出
し
、
品
子
が
ど

こ
に
で
も

い
る
よ

う

な
平
凡
な
女
性

で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。

ま

た
、
登
場
人
物

の
徹
底

し
た
相
対
化
も
見
事

な
も

の
だ
。

塚

本

は

、
自

分

の
眼

の
前

に
自

転
車

を

停

め

て
突

つ
立

つ
て
ゐ

る

人
間

に
な

ん

か

、
構

つ
て

ゐ
ら

れ

な

い
と

云

は

ん

ば

か
り

に

、

直

ぐ

下
を

向

い
て
作

業

を

続

け
た

が

、
庄

造

の
身

に

な

つ
て
み
れ

ば

、

い
く

ら

忙

し

い
に

し

た
と

こ

ろ

で
、

「
近
頃

ど

う

し

て

ゐ

る

か

」

と

か
、

「
リ

・
1

の
こ
と

は

あ

き

ら

め

た

か
」

と

か

、

そ

の

く

ら

ゐ
な

挨

拶

を

し

て
く

れ

て
も

よ

さ

・
う

な

も

の
だ

の
に

、
心

外

な
気

が
し
て
な
ら
な

か

つ
た
。

(中
略
)
庄
造
は
、
夕
日
が
だ

ん
く

鈍
く
な

つ
て
行
く
中

で
、
塚
本

の
手

に
あ

る
畳
針
ば
か
り

が

い
つ
迄
も
き
ら
く

光

つ
て
ゐ
る
の
を
、
見
惚

れ
る
と
も
な
く

見
惚
れ
な
が
ら
ぼ
ん
や
り
そ

ん
で
ゐ
る
の
で
あ

っ
た
が
、
ち
や
う

ど
こ
の
あ
た
り
は
国
道
筋

で
も
人
家
が
疎

に
な

つ
て
ゐ
て
、
南

側

の
方

に
は
食
用
蛙
を
飼
ふ
池
が
あ
り
、
北
側

の
方

に
は
、
衝
突
事

故

で
死
ん
だ
人

々
の
供
養

の
た
め
に
、
ま
だ
真
新
し

い
、
大
き
な

石

の
国
道
地
蔵

が
立

つ
て
ゐ
る
ば
か
り
。

こ
の
病
院

の
う
し
ろ

の

方

は
田
圃

つ
ず
き

で
、
ず
う
と
向
う

に
阪
急
沿
線

の
山

々
が
、

つ

い
さ

つ
き
ま

で
は
澄
み
切

つ
た
空
気

の
底

に
く

つ
き
り
と
襲
を
重

ね

て
ゐ
た

の
が
、
も
う
黄
昏

の
蒼

い
薄
霧

に
包
ま
れ
か
け

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
庄
造
と
品
子

の
別
離

の
仲
立
ち
を
し
、
か

つ
彼
女

の
も

と
に
リ
リ
ー
を
届
け
た
畳
屋

・
塚
本

の
と

こ
ろ

へ
、
庄
造
が
リ
リ
ー

の
消
息
を
尋
ね
よ
う

と
す

る
場
面

で
あ
る
。
円
地
文
子
も
絶
賛
し

て

(
5
)

い
る

こ

の
場

面

の
効

果

は
大

ま

か

に

い

っ
て

二
点

あ

る
。

ま
ず

一
つ
目

は
、

堅
実

に
仕

事

に
励

み
、
猫

の
こ
と

な

ど

に
か

ま

っ
て

い
ら

れ

な

い
塚
本

と

、

ろ
く

に
仕

事

も

せ
ず

リ

リ
ー

の
こ
と

に

夢

中

に
な

る
庄

造

と
を

対

比

さ
せ

、
相

対
化

し
、

両
者

の
断

絶

を
浮

き

彫
り

に
し

て

い
る
こ
と

だ

。

こ

の
場

合

、
塚

本

の
方

が
、

大
多

数

の
人

間

の
と

る
道

で
あ

り

、

エ
キ

セ

ン
ト

リ

ッ
ク

な

の
は
庄

造

の
方
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な

の

で
あ

る
が

、
彼

に

は

そ
れ

が
わ

か

ら

な

い
。
庄

造

の
愚

か

さ
、

哀

し

さ
と

い
う

も

の
が
浮

か

び
上

が

っ
て
く

る
。

も
う

一
点

は
、
後

半

部

分

の
情

景

描

写

の
見

事

さ

で
あ

る

。

「
畳
針

」

と

い
う

微

細

な

も

の
に
焦

点
を

当

て
た
近

景

か
ら

、
こ

の
あ

た
り

の

「国
道

筋

」

へ
、

さ

ら

に
は

「ず

う

と
向

う

」

の

「
阪
急

沿

線

の
山

々
」

と

、
だ

ん
だ

ん

遠

景

ま

で
広

が

っ
て

い
く

。

こ

れ
は

、

塚

本

に
相

手

に

さ

れ
ず

、

す

っ
か
り

当

て
が
外

れ

て
途
方

に
く

れ

る
庄
造

の
、
放

り

出

さ
れ

た

よ
う

な
感

覚

、
心

細

さ
と

不

可
分

な

関
係

に
な

る

の
だ
。

で

は
、

「
猫

と
庄

造

と

二
人

の
を

ん
な
」

が
、

純

粋

な

、

あ

る
意

味

で
は
自

然
主

義

的

な

リ

ア
リ
ズ

ム
に
貫

か

れ

て

い
る

の
か
と

い
え

ば

、

必
ず

し
も

そ
う

と

は

い

い
き
れ

な

い
。

こ

の
作

品

は
、
非

常

に

巧

妙

な

い
く

つ
も

の

〈語

り

〉
を

駆
使

し

て
出

来

上

が

っ
た

、
細

緻

な

小

説
な

の
で
あ

る
。

ま
ず

、

一
匹

の
雌

猫

と
、

一
人

の
男

、

二
人

の
女

と

い
う

情
痴

の
世

界

で
あ

る
と

い
う

大
前

提

を

も
と

に
考

え

る

と

、

使
用

さ
れ

て

い
る
関
西
弁

を
抜

き

に

し

て
は
語

れ
な

い
。
た

と

え

ば

、

「
『あ

ん

た
、

そ

つ
ち
向

い
た
ら

あ

か

ん

!
』

『
頼

む

さ
か

い

に
寝

さ

し

て

エ
な
、

ゆ
う

べ
僕

、
蚊

帳

ん
中

に
蚊

ア
這
入

つ
て

・
ち

よ

つ
と
も

寝

ら

れ

へ
な

ん

で
ん

。』

『そ

し

た
ら
、

わ

て

の
云

ふ
通

り

し
な

は

る

か
。

早
う

寝

た

い
な

ら
、

そ

れ
き

め

な

さ

い
。』

『殺
生

や

な

あ

、
何

を

き

め

る
ね

ん
。
』

『そ

ん
な
、
寝

惚

け
た

ふ
り

し

た
か

て
、

胡

麻

化

さ

れ

ま

つ
か

い
な

。

リ

・
1
遣

ん

な

は

る

の
ん

か

敦

方

だ

す

?

今

は

つ
き
り

云
う

て
頂

戴

。』
」

と

い
う

よ
う

な
場

面

を
、

標

準
語

の
会
話

に
置
き
換
え

て
想
像
し

て
い
た
だ
き
た

い
。
間
違

い
な

く
冷

た

い
も

の
に
な

る
か
、
あ
り
き
た
り

の
陳
腐
な
場
面

に
な
る
。

関
西
弁
だ
か
ら

こ
そ

の
艶
、

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
効
果

が
あ
ら
わ
れ

て
い

る
だ
け

で
な
く
、
登
場
人
物

の
性
格
造
型

に
も
プ

ラ
ス
に
働

い
て
い

る
。
庄
造
は
、
人
懐

っ
こ
い
と
こ
ろ
は
あ
る
も

の
の
、
仕
事

に
は
身

を
入
れ
な

い
典
型
的
な
怠
け
者
だ
。
し
か
し
、
そ

こ
か
ら
、
私
達
は

織
田
作
之
助

「
夫
婦
善
哉
」

(「海
風
」
昭
和

一
五

・
四
)

の
柳
吉
に

代
表

さ
れ
る
よ
う
な
、
数

々
の
小
説

や
ド

ラ
マ
な
ど
で
形
作
ら
れ
て

来
た
イ
メ
ー
ジ
に
違
わ
な

い
上
方

の
男
を
思

い
浮

か
べ
る
だ

ろ
う

。

「猫
と
庄
造
と

二
人

の
を

ん
な
」
が
、
谷
崎

の
文
学

の
な
か
で
ど

の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と

い
う

問
題
は
評
価
が
分

か
れ

て
い
て
、
伊
藤
整
は
昭
和
初
頭
か
ら

の
い
わ

ゆ
る
古
典

回
帰

の

(
6
)

時
代
か
ら
現
代
物

へ
帰

っ
て
き
た
と

い

っ
て
い
る
。

一
方
、
現
代
物

で
は
あ

る
が
、
方
法
的

に
は
古
典
回
帰
時
代

に
連

な
る
も

の
だ
と

い

(
7

)

う
野
口
武
彦
な
ど

の
説
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
作
品
を
古

典
回
帰
時
代

の
も
た
ら
し
た
意
味
と
関
連
づ
け

て
考
え

る
こ
と
は
、

あ
な
が
ち
無
駄

で
は
あ
る
ま

い
。

す

で
に

い
い
尽
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
が
、
こ

の
時
期

の
谷
崎
潤

一

郎
が
類
を

み
な

い
ほ
ど

の
作
品
を
残
し
得
た

の
は
、
ひ
と
え
に
豊
富

な

〈
語
り
〉

の
手
法

の
獲
得
し
た

こ
と
に
あ
る
。
と
く

に
、
作
品
世

界

に
時
間

の
重
層
性
が
生
ま
れ
た

こ
と
は
、
作
家
と
し

て
の
成
熟
を

も

た
ら
し

た
。

文
壇

的
処
女
作

の

「
刺
青
」

(
「
新
思
潮
」

明
治
四

一一28-一



「猫 と庄造 と二人の をんな」論 ノー ト

三

・
一
こ

に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
が
、
初
期

の
谷
崎

の
文
学

は
絢
燗
豪
華

の
視
覚
的
な
イ

メ
ー
ジ
、
あ
る

い
は
題
材

の
奇
抜

さ
が

強
く
、
そ

の

一
方

で
小
説

の
時
間
的
な
広

が
り
に
は
欠

け
る
も

の
が

多

か

っ
た
と

い
え

る
。

こ
こ
で
は
あ
え

て

〈語
り
〉
と

い
う
観
点

に

絞

る
が
、
そ

の

〈語
り
〉
が
は

っ
き
り
と
複
雑
化

・
多
様
化
す

る
の

は
、
古
典
回
帰
時
代

の
少

し
前
、

「
卍
」
か
ら

で
は
な

い
か
と
私
は

考
え

て
い
る
。

「
卍
」
は
、
語
り
手

で
あ
る

「わ
た

し
」

(柿
内
園
子
)
と
、
聞

き
手

で
あ
る

「先
生
」
を
設
定

し
て
い
て
、
時
折
聞
き
手

の
注
釈
が

入
り
、
視
点

が
入
れ
替
わ
る
。
重
要
な
点

は
、
そ

の

一
人
称

の

〈語

り
〉

が
、

こ
の
場

に
は
直
接
姿
を
あ
ら
わ
さ
な

い
徳
光
光
子
、
柿
内

孝
太
郎
、
綿
貫
栄
次
郎

の
声
を
も
内
包

し
て

い
る
、
と

い
う

こ
と
だ
。

ま
た
、

一
人
生
き
残

っ
た

「
わ
た
し
」

の
口
か
ら

〈過
去
〉
が
語
ら

れ
る
と

い
う
形
式
は
、
思

い
出
し
な
が
ら
語
ら
れ
る
や
り
方
を
と
る

た
め
、
必

然
的

に
そ

の
時
間
軸

は
錯
綜

す

る
こ
と

に
な
る
。

「
卍
」

自
体

は
必
ず

し
も
成
功
作
と
は

い
い
が
た

い
が
、
こ
れ
以
後

の
谷
崎

の
飛
躍
は
め
ざ
ま
し

い
。
「
吉
野
葛
」

(「
中
央
公
論
」
昭
和
六

・
一
、

二
)

で
は
語
り
手
と
し

て
仮
構
さ
れ
た

〈私
〉
を
登
場

さ
せ
、
史
実

や
伝
承
を
取
り
入
れ
て
時
聞

の
重
層
化
を
は
か

っ
て
い
る
。

ち

な
み
に
私

は
、

「
刺
青
」

を
谷
崎
ら
し

い
処
女
作
と
し

て
好

ん

で

い
る
が
、

こ
の
作
品
は
基
本
的
に
時
系
列
に
沿

っ
て
小
説
が
進
行

す

る
。

「
痴
人

の
愛
」

(「
大
阪
朝

日
新

聞
」
大
正

=
二
・
三

・
二
〇

～
六

・
一
四
、

「女
性
」
同
年

一
一
～
翌
年

七
)

に
し
て
も
、

「私
は

此
れ
か
ら
、
あ
ま
り
世
間

に
類
例
が
な

い
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
私
達

夫
婦

の
間
柄

に
就

い
て
、
出
来

る
だ
け
正
直
に
、
ざ

つ
く
ば
ら

ん
に
、

有
り

の
ま

・
の
事
実
を
書

い
て
見
よ
う
と
思
ひ
ま
す
」
と

い
う
書
き

出
し

の

一
文
か
ら
過
去

へ
と
遡

る
が
、
そ
れ
以
降
は
時
間
的
経
過

に

の

っ
と

っ
た
形
を
取

っ
て

い
る
の
だ
。
小
説
内

の
時
間
だ
け
み
れ
ば
、

き
わ
め
て
単
純
な
構
造

と

い
え

る
。

結
局
、
古
典

回
帰

の
時
代

に
谷
崎

が
得
た
も

の
は
、
空
間
的
な
広

が
り
に
加
え
、
重
層
的
な
時
間
を
持

つ
作
品
世
界
だ

っ
た
と

い
う

こ

と
が

で
き
る
。
佐
藤
春
夫
が

「
潤

一
郎
。
人
及
び
芸
術
」

(「
改
造
」

昭
和
二

・
三
)

で
い
み
じ
く
も
指
摘

し
た
よ
う

に
、
谷
崎

の
文
章

は

「
隈
取
り
を
と

つ
た

や
う

な
は

つ
き
り
と

し
た
線

の
太

い
文
章
」

で

あ
り
、
こ
れ
を
私
な
り
に
簡
単
に

い
い
か
え

る
な
ら
ば
、
一
本
調
子
、

平
面
的

、
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
し

か
し
、

〈
現
在

〉
と

〈過
去
〉

と
を
自
由

に
往
還
す

る
よ
う
な

〈語
り
〉
を
獲
得
し
て
か
ら

の
谷
崎

の
文
章

は
、
そ

の
単
調
さ
か
ら
脱

し
、
奥
行
き
と
陰
騎
が
加
わ

っ
た

と

い
え

る
だ
ろ
う
。

そ

の
観
点

か
ら

み
る
と
、
「
猫
と
庄
造
と

二
人

の
を
ん
な
」
は
全

十

二
節
か
ら
成
立
し
て
い
て

い
る
が
、
物
語

の
進
行

に
対
し
、
登
場

人
物

の
回
想
を
含

め
た

〈過
去
〉

の
場
面

が
大
き
な

ウ

ェ
イ
ト
を
占

め

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
小
説

の
展
開
の
概
略
を
記
し

て

み
る

(括
弧
内
が

〈過
去
〉
に
相
当
す
る
部
分

で
あ

る
)
。
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【起

】

【承

】

【転

】

【結

】

一
.

品

子

か

ら
福

子

へ
、

リ

リ
ー

を
譲

っ
て
く

れ

と

い
う

内

容

の
手

紙

が
来

る
。

二
.
庄

造

・
福

子

・
リ

リ
ー

の
夕

餉

(福

子

の
回
想

。

彼

女

が

実
際

は
そ

れ

ほ
ど
猫

好

き

で

は
な

い
こ
と

が

記

さ
れ

る
)
。

三
.

庄

造

が
福

子

に
リ

リ
ー
を

品

子

に
渡

す
約

束

を

さ

せ
ら

れ
る

(
こ
れ
ま

で

の
庄

造

と

リ
リ

ー

に
対

す

る
福

子

の
苛

立

ち

、
嫉

妬
)
。

四
.

母

・
お
り

ん

に
リ

リ
ー

の
件

を
相
談

す

る
庄
造

(庄

造

と
福

子

が
結

ば

れ
た

経
緯

)
。

五
.

リ

リ
ー

が
庄

造

の
も

と
を

去

る

(庄
造

と

リ
リ

ー

の
出

会

い
か
ら

現
在

ま

で

の
生
活

)
。

六
.

品

子

に
な

つ
か

な

い
リ

リ
ー

。

七
.

行

方

不

明

に
な

っ
た

リ

リ
ー

が
品

子

の
も

と

へ

戻

る
。

八
.

品

子

と

リ

リ
ー

の
仲
睦

ま

じ

い
生

活

(品

子

が

福

子

へ
手

紙

を
出

し

た
理
由

、

庄
造

と

離
婚

し

て
か

ら

現
在

ま

で

の
品

子

の
生
活

)
。

九
.

庄

造

が

リ

リ

ー

の
消
息

を

伸
介

人

の
塚
本

に
尋

ね

る
。

十
.

恋

心

が
募

り

、

リ

リ
ー

に

こ

っ
そ
り
会

い
に
行

く

庄

造

(
リ

リ

ー

が

去

っ
て
か

ら

今

日

ま

で

の
庄

造

)
。

十

一
.

庄

造

が

リ

リ
ー

の
も
と

へ
行

っ
た

こ
と

が
福

子

に
発
覚

す

る

。

十

二
.

庄

造

と

リ

リ
ー

の
再
会

小
説

の
プ

ロ
ッ
ト

の
表
層
部
分
は
、
き
わ
め
て
単
純
な
、
他
愛
も

な

い
も

の
に
す
ぎ
な
く
、
起
承
転
結
も
あ

る
わ
か
り
や
す

い
構
成

に

な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
な
ら
ば
小
説

の
重
要
な
展
開

に
使
わ

れ
て
も
お
か
し
く
な

い
よ
う
な
事
件
、
た
と
え

ば
品
子
が
追

い
出

さ

れ

る
顛
末

や
庄
造
と

福
子

の
情
事

な
ど

は

一
切
過

去

に
追

い
や
ら

れ
、
最
小
限

の
記
述

し
か
な
さ
れ
て

い
な

い
。
問
題
は
、
物
語

の
進

行

に
挟
み
込
ま
れ
て

い
る

〈過
去
〉

の
部
分
が
、
ほ
ぼ
登
場
人
物

の

回
想

で
占

め
ら
れ
て

い
る
こ
と
と
、
出
来
事
に
ま

つ
わ
る
心
情
が
主

に
な

っ
て

い
る
こ
と

で
あ

る
。
「
猫
と
庄
造
と

二
人

の
を

ん
な
」

は

四
百
字
詰

原
稿

用
紙

に
換
算

す

る
と
約

二
〇
〇
枚

の
中

篇

で
あ

る

が
、
と
く

に
圧
巻

な

の
第

五
節

で
、
庄
造
と
リ
リ
ー

の

〈過
去
〉

の

物
語

は
約

三
〇
枚
、
実

に
全
体

の
約
六
分

の

一
近
く
を
占

め
る
。
登

場
人
物
そ
れ
ぞ
れ

の
感
情
や
心
理
は
、
プ

ロ
ッ
ト

の
表
層

で
は
な
く

<過
去
〉

の
部
分

に
主

と
し
て
描
か
れ
、
物
語

の
底
を
支
え

て

い
る
。

い
い
か
え

れ
ば
、
登
場
人
物

の
性
格
造
型
は
、
す

べ
て

〈
過
去
〉

の

物
語
に
よ

っ
て
な
さ
れ

て
い
る
と

い

っ
て
も
過
言

で
は
な

い
の
だ
。

こ
の

〈
現
在
〉
と

〈過
去
〉

の
自
由
な
往
還
が
、
小
説
に
厚

み
を
も

30



た

ら

し

て

い
る
。

そ

し

て
そ

の
自
在

さ

は
、

あ

ら

わ

れ

て

い
る
。

語
り
口
そ

の
も

の
に
も

「猫 と庄 造 と二人 のをんな」論 ノー ト

さ

て
此

の
場
合
、
品
子
が
此

の
猫

の
身
柄

に

つ
い
て
福
子
に
嫌

味
な
手
紙
を
出
し
た
り
、
塚
本
を
通
し

て
あ
ん
な
に
執
拗
く
頼
ん

だ
り
し
た
動
機
と
云
ふ
も

の
を
、

一
寸
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ

る
が
、
正
直

の
と

こ
ろ
、
そ
こ
に
は

い
た
づ
ら

や
意
地
悪

の
興
味
が
手
伝

つ
て
ゐ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
又
庄

造

が
猫

に
釣
ら
れ

て
訪
ね

て
来

る
か
も
知

れ
な

い
と
云
ふ
万

一
の

望

み
も
あ

つ
た

で
あ
ら
う
が
、
そ

ん
な
眼

の
前

の
こ
と
よ
り
も
、

実

は
も

っ
と
遠

い
く

先

の
こ
と

、

ま

、

早
く

て
半
年

、

お

そ
く

て

一
年

か
二
年
も
す

れ
ば
、
多
分
福
子
と
庄
造

の
仲
が
無
事

に
行
く
筈

は
な

い
の
だ
か
ら
と
、
そ

の
と
き
を
見
越

し
て
ゐ
る
の

で
あ

つ
た
。

こ

の
部
分

は
、
長

い

一
文
か
ら
な

っ
て

い
る
。
最
初

の
傍
線
部
分

は
、
明
ら

か
に
客
観

的
な
語
り
手

の
立
場

か
ら

語
ら
れ
て

い
る
が
、

波
線
部
分
は
品
子
に
寄
り
添

っ
て

い
る
。
こ
れ
が
単
に
視
点
が
移
動

す

る
だ
け

の
も

の
な
ら
ば
、
日
本
語

の
文
章
と
し

て
特
に
目
新

し

い

書
き
方

で
は
な

い
。
し
か
し
、

こ
の
文
章

で
語
り
手
は
品
子

の
心
理

に
寄
り
添
う
だ
け

で
な
く
、
後
者

の
波
線
部
分
に
お
い
て
心
内
発
話

を
地

の
文

に
織
り
込
む
形
で
記
し
て

い
る
。
こ

の
心
内
発
話

が
く
せ

も

の
で
、

「
ま
、
早
く

て
～
」
と
、

い
か

に
も
俗

な
口
語

で
始
ま

っ

た
か
と
思
え
ば
、
そ

の
後

に
続
く
部
分

は
関
西
弁

で
は
な
く
標
準
語

の
地

の
文
と
な

っ
て
い
る
。
先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
こ
の
作
品

の

登
場
人
物
が
発
す
る
言
葉
は
す

べ
て
関
西
弁

で
あ

っ
て
、
心
内
発
話

も
当
然
そ
れ
に
沿

っ
て
な
さ
れ
る

べ
き
も

の
の
は
ず

で
あ
る
。
山
根

正
博

が

「
『猫
と
庄
造
と

二
人

の
を

ん
な
』

文
体
考
」

(「
現
代
文
学

史
研
究
」
平
成

一
七

・
六
)

で
指
摘
し

て
い
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
生

の
ま
ま

で
は
な
く
、
語
り
手

の
介
入

に
よ

っ
て
間
接
的
に
再
現
さ
れ

て

い
る
心
内
発
話

で
あ
る
。

い
い
か
え

れ
ば
、
語
り
手
に
よ

っ
て

一

度
濾
過
さ
れ
、
創
造
さ
れ
た
小
説
言
語
な

の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な

描
き
方
は
、
と
く
に
物
語

の

〈過
去
〉

の
部
分

に
お

い
て
顕
著

で
、

こ
こ

で
は
し
ば

し
ば
登
場
人
物

の
直
接

の
発
話
も
関
西
弁

で
は
な
く

地

の
文
と
同
じ
言
語

で
、

「

」
な
し

に
織
り
込
ま
れ

る
こ
と

が
多

い
。

な

お
、
「
猫
と
庄
造
と

二
人

の
を
ん
な
」
に
お
け
る

〈語
り
〉
は
、

リ
リ
ー
の
描
か
れ
方

に
な
る
と
ま
た
違

っ
た
形
を
取

る
。

こ
の
作
品
に
お

い
て
、

一
番
魅
力
的
な

〈女
〉
と
し

て
描
か
れ
て

い
る
の
は
猫

の
リ
リ
ー
で
あ
る
。
谷
崎

の
描
く
女
性
像
と

い
う

の
は
、

基
本
的
に
は
か
な
り
観
念
が
絡
ん

で
い
て
、
極
端
に
理
想
化
さ
れ

て

い
る
場
合
が
ほ
と

ん
ど

で
あ

る
。
そ
こ
に
は
ひ
た
す
ら
彼

の
思
惑
通

り

の
女
性
美

の
み
が
描
か
れ
、
そ
れ
以
外

の
部
分
は
切
り
捨

て
ら
れ

て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
。
し
か
し
、

こ
の
作
品
は
、
若
き
日
の
美
し
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い
リ

リ
ー
だ
け

で
な
く
、

「気

の
せ
ゐ
か
、
そ

の
彩

し
く

眼
や
に

の

溜

つ
た
眼

の
ふ
ち
だ

の
、
妙

に
し
よ
ん
ぼ
り
と
う
つ
く
ま

つ
て
ゐ
る

姿
勢

だ

の
を
見

る
と
、
僅
か
ば
か
り
会
は
な
か

つ
た
問
に
、
又

い
ち

じ
る
し
く
老

い
ぼ
れ
て
、
影

が
薄
く
な

つ
た
や
う

に
思

へ
た
。
分
け

て
も
彼

の
心
を
打

つ
た

の
は
、
今

の
瞳

の
表
情

で
あ

つ
た
。
在
来
と

て
も

こ
ん
な
場
合

に
睡
さ
う

な
眼
を
し
た
と
は
云

へ
、
今

日
の
は
ま

る
で
行
路
病
者

の
そ
れ

の
や
う
な
、
精
も
根
も
洞
れ
果

て
た
、
疲
労

し
き

つ
た
色
を
浮

か
べ
て
ゐ
る

で
は
な

い
か
」
、
と

い

っ
た
よ
う

に
、

彼
女

の

〈老

い
〉
ま
で
が
か
な
り
具
体
的

に
描
か
れ
て

い
る
点

で
注

目
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
決

し
て
美

し

い
だ
け

で
は
な

い
女
性
像
な

の

で
あ

る
。

そ

の
リ
リ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
登
場
人
物
を
通
し
た

一
元
的
な
視

点

主
観
的

な
把
握
に
よ

っ
て
の
み
描

か
れ
る
点
に
注
意
を
向
け

る
必
要
が
あ
る
。

①

全
く
、
不
思
議

の
や
う

だ
け
れ
ど
も
、
押
入

の
奥

の
薄
暗

い
中

で
ギ

ラ
く

光

つ
て
ゐ
る
そ

の
眼
は
、
最
早

や
あ

の
い
た
づ
ら
な

仔

猫

の
眼

で
は

な
く

な

つ
て
、
た

つ
た

今

の
瞬

間

に
、
何

と

も

云

へ
な

い
媚

び

と

、
色

気

と

、

哀
愁

と
を

湛

へ
た
、

一
人
前

の
雌

の

眼

に
な

つ
て

ゐ
た

の
で
あ

つ
た
。

彼

は
人

間

の
女

の
お
産
を

見

た

こ
と

は

な

い
が
、

も

し
そ

の
女

が
年

の
若

い
美

し

い
人

で
あ

つ
た

ら
、

き

つ
と

此

の
通

り

の
、

恨

め
し

い
や
う

な
切

な

い
や
う

な
眼

つ
き
を

し

て
、
夫

を
呼

ぶ

に
違

ひ
な

い
と

思

つ
た
。

②
大
方

猫
に
し

て
み
れ
ば
、
自
分
が
無
愛
想

に
し
て
ゐ
た
人

に
、

今
日
か
ら
可
愛
が

つ
て
貰
は
う
と
思

つ
て
、

い
く

ら
か
今
ま

で
の

無
礼
を
詫
び
る
心
持
も
籠

め
て
、
あ
ん
な
声
を
出
し
て
ゐ
る
の
で

あ
ら
う
。
す

つ
か
り
態
度
を
改

め
て
、
庇
護
を
仰
ぐ
気

に
な

つ
た

こ
と
を
、
何
と
か
し

て
分

つ
て
貰
は
う
と
、

一
生
懸
命
な

の
で
あ

ら
・つ
。

①

は
庄
造

か
ら
見

た

リ
リ

ー
、
②

は
品

子

か
ら

見
た

リ

リ

ー

で
あ

る
。

そ
れ

は
外
形

だ

け

で
は

な
く

、
例

に
あ
げ

た

よ
う

に
心

情

ま

で

立

ち

入

っ
て
は
か

ら

れ

る
。

し

か
し

、
実

際

に
リ

リ

ー
が

そ
う

思

っ

て

い
る

か
ど
う

か
な

ど

は
わ

か

ら
な

い
わ
け

で
、

あ
く

ま

で
も

忠

実

に
猫

と

し

て
行
動

し

て

い
る
だ

け
な

の
だ

。

悪
く

い
え

ば

、

こ
こ

で

描

か
れ

る

の
は
登

場

人
物

の
単

な

る
思

い
込

み
に
す

ぎ
な

い
リ

リ

ー

と
も

い
え

る
。

こ

の
作

品

で
面
白

い
の
は
、

登
場

人

物

同
士

の
絡

み
が
実

際

は

か

な

り
少

な

い
と

い
う

こ
と
だ

。

そ

し

て

お

の
お

の

の
回
想

や
内
省

が

多

い
と

い
う

こ
と

は
、
自

然

主

義
的

な

外

的

リ

ア
リ
ズ

ム
と

は
違

い
、

ど

ち

ら
か

と

い
う

と
内

的

リ

ア
リ
ズ

ム
寄

り

と

い
え

る
。

リ

リ
ー

が

登

場

す

る
場

面

に

お

い
て

、
彼

女

は
あ

く

ま

で
も
会

話

を

し
な

い
。

リ

リ
ー
を

通

し

て
、
登

場

人
物

は

リ
リ

ー
を
解

釈

す

る
だ

け

で
な
く

、
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「猫 と庄造 と二人の をん な」論 ノー ト

彼
女

と
自
己
と

の
関
係
を
見

つ
め
、
過
去

へ
と
立
ち
返
る

の
で
あ

る
。

と
く

に
庄
造
と
品
子

の
場
合

は
、
作
品
進
行

の
時
間
軸

の
な
か

で
は

一
度
も
接
点
を
持
た
な

い
。
幕
切
れ

の
場
面

で
も
そ
れ
は
周
到
に
回

避
さ

れ
て

い
る
。
し
か
し
、

リ
リ
ー
を
介

し
た
登
場
人
物

の

一
元
的

な
視
点
、

つ
ま
り

モ
ノ
ロ
ー
グ
性

の
強

い
語
り

に
よ

っ
て
、
接
点
を

持
た
な
く

て
も
庄
造

・
品
子
そ
れ
ぞ
れ

の
物
語
が
絡
み
合
う
仕
組

み

を
持

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

「
猫
と
庄
造
と

二
人

の
を

ん
な
」

が
す
ぐ
れ

て
い
る
所
以
は
、
基

調
と
し
て

の
リ
ア
リ
ズ

ム
と
多
様
な

〈語
り
〉
と

の
組

み
合
わ
せ
に

あ
る
。
登
場
人
物

が
少
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
絡
む
場
面
も
そ
れ
ほ
ど

多
く

は
な

い
に
も
か

か
わ
ら
ず
作
品
世
界

に
奥

行
き
が
あ

る

の
は
、

(
8
)

こ

の
変
幻
自
在

の
語
り

の
効
果
が
大
き

い
。

こ

の
作

品

の
魅
力

に

つ
い
て
、

佐
伯

彰

一
は

「
語
り

の
戯

れ
」

(
「す
ば

る
」

昭
和

五

一
・
九
)
に
お

い
て
、
「
『猫
』

に
主
役

の
座
を

ふ
り

、
人
間
た
ち
が
、

『猫
』

に
よ

っ
て
人
間
的
な
愛

と
孤
独

の
意

識
の
目
ざ
め

へ
と
誘
わ
れ
る
と

い
う
所
に
、
谷
崎

流
の
反
語
と

ヒ

ユ

ー

モ
ア
の
極
意

が
存

す
る
」
と

い
い
、
笠

原
伸
夫

は

「
〈
猫
〉
自
身

は
な

に
を
す

る
の
で
も
な

い
。
生
理
的
な
快

・
不
快

に
身
を
ま
か
せ

な
が
ら
背
を
ま

る
め

て
い
る
だ
け
な

の
だ
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て

〈猫
〉

に
か
か
わ

っ
た
人
間
た
ち

の
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
な
り
心
境
な
り

が
大

き
く
変
化
し
、

〈猫
〉
を
媒
介
と

し
て
定
点
移
動
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
。

(
9
)

こ
の
小
説

の
独
創
性

は
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
点

に
あ
る
」
と

い

っ
て

い
る
。
両
者
と
も
だ

い
た

い
に
お

い
て
似
通

っ
た

こ
と
を

い

っ
て
お

り
、

こ
の
読

み
方

が
お
そ
ら
く
最
大
公
約
数
的
な
も

の
だ
ろ
う
。
と

く

に
、
リ
リ
ー
を
失

っ
た
庄
造
、
猫
が
嫌

い
だ

っ
た
品
子
が
次
第

に

猫
好
き
に
な

っ
て
い
く
小
説

の
後
半
部
分
は
優
れ

て
い
る
。

こ
の
表

題

は
、
文
字
通
り

〈
猫
〉

〈庄
造
〉

〈
(
二
人

の
)
女
〉

と
、
そ

の
ま

ま
順
位

を
あ

ら
わ
し

て

い
る
わ

け

で
あ

る
が
、
基
本
路
線

と
し

て

〈
人
問

い
か
に
生
く

べ
き
か
〉
が
根
底

に
置

か
れ

て
い
た

日
本

の
近

代
文
学

に
お

い
て
、
猫
を
最
優
位

に
置

い
た
と

い
う

の
は
、
当
時
文

壇

で
は
傍

流

に
あ

っ
た
谷

崎
な
ら

で
は

の

ユ

ニ
ー

ク
な
感
覚

で
あ

る
。
ま
し

て
や

〈
人
間
〉
が

〈畜
生
〉

に
よ

っ
て
そ
れ
ま

で
に
は
な

か

っ
た
豊
か
な
性
質
を
引
き
出
さ
れ
る
小
説
と

い
う

の
は
特
筆
さ
れ

る
べ
き
も

の
だ

ろ
う
。

こ

の
作
品

の
発
表
は
、
プ

ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
が
壊
滅
し
、

モ
ダ

ニ

ズ

ム
も
影
を

ひ
そ
め
、
伝
統
的
な
も

の

・
日
本
的

な
も

の

へ
と
文
学

が
回
帰
し
て

い
く
時
代
と
重
な

っ
て
い
る
。

十
年

の
間
も

一
緒

に
暮

ら
し

て
ゐ
た

と
す

れ
ば

、
た

と

ひ

一
匹

の
猫

で
あ

つ
て
も

、
因

縁

の
深

い
も

の
が
あ

る

の
で
、
考

へ
や
う

で
は

、
福

子

や
品

子

よ
り

一
層

親

し

い
と
も

云

へ
な

く

は
な

い
。

事

実

品

子

と
連

れ
添
う

て

ゐ
た

の
は

、
足

か

け

四
年

と

云

ふ
け

れ

ど
も

正
味

は

二
年

半

ほ
ど

で
あ

る
し

、
福

子
も

今

の
と

こ
ろ

で
は

、

来

て
か

ら

や

つ
と

一
と
月

に
し

か
な

ら
な

い
の

で
あ

る
。

さ
う

し
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て

み

れ

ば

長

の
年

月

を

共

に

し

て

い
た

リ

・
1

の
方

が

、

い

ろ

く

な
場
合

の
回
想
と
密
接

に

つ
な
が

つ
て
ゐ
る
訳

で
、

つ
ま
り

リ

・
1

と

云

ふ
も

の
は

、
庄

造

の
過

去

の

一
部

な

の
で
あ

る
。

「猫
と
庄
造
と

二
人

の
を
ん
な
」
は
知
性
や
観
念
と

は
無
縁

の
も

の
で
、
も
ち
ろ
ん
、
批
評
的
な
言
辞
な
ど
も

一
切
な

い
。

こ
の
部
分

も
庄
造
、

リ
リ
ー
、
品
子
、
福
子

の
物
語
を

一
歩
も
出

る
も

の
で
は

な
く

、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物

に
即
し
た
も

の
に
な

っ
て

い
る
。
リ

リ
ー
を

一
人

の

〈女
〉
と

し
て
見
た
場
合
、
誰
し
も
当
て
は
ま
る
こ

と

で
あ
る
が
歳
月

の
持

つ
重

み
と

い
う

の
が

一
番
愛
着
を
持
た
せ
る

の
は
当
然

で
あ
り
、
庄
造

の
そ
れ
ま
で
の
人
生
は
リ
リ
ー
を
抜
き
に

し
て
は
成
り
立
た
な

い
の
だ
。
そ
れ
が
は
か
ら
ず
も
、
近
代
化
、
あ

る

い
は

モ
ダ

ニ
ズ

ム
の
浅
薄

さ
は
、
所
詮
長
年

の
歴
史
、
伝
統

の
重

み
に
叶
う
も

の
で
は
な

い
と

い
う
時
代
風
潮
と
重
な

っ
て
読

め
て
し

ま
う

の
は
私
だ
け
だ

ろ
う

か
。

(
1

)

(
2
)

作

中

の
品

子

の
存

在

に

丁
未

子

を
見

る
説

と

し

て
、

野
村

尚

吾

『
伝

記

谷
崎

潤

一
郎

』

(昭
和

四

七

・
五

・
六

興
出
版

)
、
平

野

謙

『昭

和
文

学

私
論

』

(昭

和

五

二

・
三

・
毎

日
新

聞
社

)

な
ど

が
あ

る
。

谷
崎
潤

一
郎

「
源
氏
物

語
序
」

(
「
中
央
公
論
」

昭
和

一
四

・
一
)
。

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

野
村
尚
吾

『伝
記

谷
崎
潤

一
郎
』

(昭
和
四
七

・
五

・
六
興
出

版
)。

阪
神
パ
ー
ク
は

一
九

二
九
年

(昭
和
四
)
に
開
設
さ
れ
た
甲
子
園

娯
楽
場
を
三
二
年
に
改
称
し
た
も

の
で
、
動
物
園
や
水
族
館

が
併

設
さ
れ

て
い
た
。

二
〇
〇
三
年

(平
成

一
五
)
閉
園
。
谷
崎
は
、

こ
の
作
品
に
お

い
て
そ
の
当
時
の
正
式
名
称
を
記
し
て
い
る
。

円
地
文
子
は

『日
本

の
文
学
23

谷
崎
潤

一
郎

(
一
)』

(昭
和
三

九

・
二
)

の

「解
説
」
で
、
「作
中
、
畳
屋

の
仕
事

を
し
て

い
る

傍
に
庄
造
が
自
転
車
を
よ
せ
て
話
し
て
い
る
場
面
の
情
景
描
写
が

す
ば
ら
し

い
」
と
述
べ
て

い
る
。

「現
在

の
日
本
を
な
ま
な
ま
し
く
感
じ
さ
せ
る
題
材
と
、
そ

の
き

び
し

い
写
実
的
手
法

の
二
つ
か
ら
言

っ
て
、

『猫
と
庄
造
と

二
人

の
を
ん
な
』

の
発
表
さ
れ
た
当
時
、
私
は
、
谷
崎
潤

一
郎
は
歴
史

の
暗
闇
を
通
り
抜
け
て
、
再
び
我

々
の
現
世
に
戻

っ
て
来
た
、
と

い
う
印
象
を
抱

い
た
こ
と
を
思

い
出
す
。

(中
略
)

こ
の
作
家

は

も
う
現
在

の
日
本
に
は
興
味
が
な
く
な

っ
て

い
る
、
と

い
う

よ
う

な
私

の
印
象
は
、

こ
の

一
作
で
拭

い
去
ら
れ
て
し
ま

っ
た
」

(伊

藤
整

『谷
崎
潤

一
郎
全
集

』
第

二
十

三
巻

「解

説
」
、
昭
和

三

三

・
四

・
中
央
公
論
社
)
。

「谷
崎
潤

一
郎
は
、

『猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』
に
よ

っ
て
昭

和
初
年
代
の

『古
典
回
帰
』
時
代

の
サ
イ
ク

ル
を
完
了
さ
せ
た
」

(野
口
武
彦

「
物
語
的
話
法
と
そ

の
パ

ロ
デ
ィ

『猫
と
庄
造
と

二
人

の
を
ん
な
』
を
め
ぐ

っ
て
」
、
「国
文
学
」
昭
和
六
〇

・
入
)
。

す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の

〈語
り
〉
に
は
、

外
国
文
学

の
摂
取
と

い
う
点
も

一
応
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
佐
藤
春
夫

の

「最
近

の
谷
崎
潤

一
郎
を
論
ず
」

(「
文
芸
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「猫 と庄造 と二 人のをんな」論 ノー ト

春
秋
」
昭
和
九

・
]
)
に
よ
る
と
、
昭
和
八
年

の
春
ご
ろ
、
春
夫

は
谷
崎
か
ら
あ
る
作
品

の
プ
ラ
ン
を
聞
か
さ
れ
た
と

い
う
。
そ
れ

は
、
相
場
師
社
会

の
生
活
を
描
く
も

の
で
、
主
人
公
は

「東
京
育

ち

の
学
生
生
活

か
ら
出
て
大
阪

の
地
で
商
人
等

に
伍
し
た
相
場
市

場
に
出
入
り
す
る
者
」
、
「そ
こ
に
時
に
は
知
識
階
級
ら
し

い
社
会

文
明
批
評
な
ど
、
東
京
人

の
学
生
上
り
ら
し

い
口
吻

の
議
論
が
あ

っ
た
り
、

一
面

に
は
商
人
ら
し

い
考

へ
方

で
大
阪
者
ら
し

い
考

へ

方
や
行
動
言
説
な
ど
面
白

い
大
阪
言
葉

の
駆
使
、
無
論

こ
の
間
に

は
そ
の
随
筆
な
ど
で
既
に
そ
の

一
端
を
示
し
て
ゐ
る
東
西
両
都

の

人
情

や
文
明

の
批
判
な
ど
も
よ
ろ
し
く
あ
る
だ
ら
う
し
、
そ

の
う

ち
に
は
大
阪
生
粋
の
女
性
」
な
ど
も
登
場
す

る
と

い
う
も

の
で
あ

る
。
そ

の
話
を
聞
か
さ
れ
た
春
夫
は
、
続
け
て
次

の
よ
う

に
記
し

て
い
る
。
「
た
だ
か
う

い
ふ
方
法
で
東
京
大
阪

や
京
都
あ
た
り

の

さ
ま
ざ
ま
な
社
会

の
言
葉
も
そ
れ
に
外
国
語
な
ど
ま
で
め
つ
ち
や

く
ち

や
に
飛
び
出
す
う
ち
に
、

『
ユ
ー
リ
シ
ス
』
的
な
文
脈

の
混

乱
か
ら
来
る
心
理
的
な
豊
富
さ
の
現
は
れ
も
見
ら
れ
よ
う
。
あ
ん

な
試
み
を
す
る
位
な
ら
日
本
文

の
句
法
は
も

つ
と
大
胆
に
面
白
く

活
用
出
来
る
の
だ
か
ら
ね
え
、
と

い
ふ
風
な
説
明
が
あ
り
、
彼
に

と

つ
て
も
文
壇
的
に
も
風
変
り
な
社
会
小
説
ら
し
く
新
聞
小
説
ら

し
い
面
白

さ
も
想
像
出
来
な
い
事
は
な
か

つ
た
。
大
阪

の
相
場
師

生
活
を
観

る
手
蔓
も
あ
る

の
だ
が
、
面
白

い
と
は
思
ふ
が
何
し
ろ

ジ

ヨ
イ

ス
の
パ

ロ
デ
ィ
見
た

い
な
も

の
に
な
り
さ
う
だ
し
、
僕
が

や
る
と
し
て
は

『第

一
僕
ら
し
く
な

い
か
ら
結
局
や
め
る
こ
と
に

し
た
』
と

い
ふ
こ
と
で
あ

つ
た
」
。

谷
崎

の
あ
く
な
き
探
求
心

は
、
「
饒
舌
録

」

(「
改
造
」

昭
和

二

・
二
～

一
二
、
「大
調
和
」
同
年

一
〇
)
な
ど
に
顕
著

に
あ
ら

(
9
)

わ

れ

て

い
る

が

、
当

時

最

先

端

の
文

学

で
あ

っ
た

ジ

ョ
イ

ス

の

「
ユ
リ

シ
ー
ズ

」
を
読

ん

で

い
た

こ
と
が
わ

か
る
。
〈意

識

の
流

れ
〉

な
ど

が
代
表

す

る
内
的

リ

ア
リ
ズ

ム
の
作

品
、

さ
ま
ざ

ま

な

〈
語

り
〉
を

駆
使

し
た
外

国
文
学

の
摂
取

と

い
う

の
も
、

谷
崎

の

〈
語

り
〉

に
関
係
し

て

い
る
こ
と

は
間
違

い
な

い
。

笠

原
伸

夫

『
谷
崎

潤

一
郎

宿

命

の

エ
ロ

ス
』

(
昭
和

五

六

・

六

・
冬
樹

社
)
。

(付
記
)
谷
崎
潤

一
郎
作
品

の
引
用
は
、

『谷
崎
潤

一
郎
全
集
』

(昭
和

四

一
～
四
五

・
中
央
公
論
社
)
に
拠

っ
て
い
る
。
そ

の
際
、

原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
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