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は
じ
め
に

永
井
荷
風
『
ア
メ
リ
カ
物
語
』
論

戴
換

　
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
で
の
遊
学
体
験
が
荷
風
文
学
の
形
成
に
大
き
な
意
味
を
持
っ

た
こ
と
は
す
で
に
説
か
れ
て
久
し
い
。
荷
風
が
在
米
時
代
に
書
き
記
し
、
帰
国
直
後
に

纏
め
上
げ
た
短
編
集
『
ア
メ
リ
カ
物
語
』
（
一
九
〇
八
年
人
月
、
博
文
館
）
に
は
「
自
ら

の
進
む
べ
き
方
向
を
模
索
す
る
苦
闘
の
報
告
書
と
い
っ
た
面
」
（
中
村
良
衛
七
十
一
頁
）

も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
荷
風
文
学
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
作
品
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。
最
初
に
西
洋
の
地
を
踏
ん
だ
明
治
作
家
の
一
人
と
し
て
、
荷
風
が
ア
メ
リ

カ
で
の
異
文
化
体
験
に
よ
っ
て
い
か
な
る
文
化
的
衝
撃
を
受
け
、
ま
た
い
か
に
そ
の
種

の
精
神
状
態
を
表
象
し
た
の
か
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
念
頭
に
『
ア
メ
リ
カ
物
語
』

の
い
く
つ
か
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
（
注
）
。

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
破
局

　
『
ア
メ
リ
カ
物
語
』
を
成
す
二
十
四
の
短
編
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
話
で
は
あ
る
が
、

内
容
的
構
造
的
に
連
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
て
お
く
こ
と
は
、
こ
の
短
編
集

を
解
読
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
篇
「
崎
戸
夜
話
」
は
、
シ
ア
ト
ル
行
き
の
船
中
で
語
り
手
を
含
む
三
人
の
船
客

が
「
渡
米
の
抱
負
」
を
語
り
合
う
と
い
っ
た
、
第
一
篇
に
ふ
さ
わ
し
い
ア
メ
リ
カ
ン
・

ド
リ
ー
ム
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
ま
ず
、
柳
田
と
岸
本
と
い
う
二
人
の
主
人
公
の
洋
行

に
至
る
経
緯
の
設
定
に
注
目
し
た
い
。
柳
田
は
す
で
に
洋
行
し
た
経
験
を
も
っ
て
い
る

が
、
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
、
思
っ
た
と
お
り
に
重
用
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
洋
行
帰
り

と
い
う
誇
ら
し
い
身
分
を
も
つ
て
子
爵
の
令
嬢
を
妻
に
し
ょ
う
と
す
る
も
、
ま
た
も
「
島

国
の
大
学
卒
業
生
」
に
負
け
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
ア
メ
リ
カ
行
き
を
決
心
し
た
の
だ
っ

た
。
一
方
、
岸
本
は
学
歴
が
な
い
せ
い
で
会
社
に
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
た
の
で
、
妻
を
説
得

し
そ
の
資
産
で
ア
メ
リ
カ
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
人
の
経

歴
に
は
連
続
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
柳
田
の
一
回
目
の
洋
行
失
敗
諄
は
、
ま
さ
に

ア
メ
リ
カ
留
学
に
出
世
の
夢
を
賭
け
た
岸
本
の
そ
の
後
を
予
言
し
て
い
る
。
一
方
、
財

産
も
思
い
や
り
も
あ
る
岸
本
の
妻
は
、
ま
さ
に
柳
田
が
帰
国
後
の
「
不
平
」
を
慰
め
よ

う
と
し
て
、
「
目
掛
け
た
」
理
想
的
な
妻
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、
岸
本
は
洋
行
し
て
学

位
を
取
っ
て
も
、
柳
田
と
同
様
、
出
世
の
夢
を
必
ず
し
も
実
現
で
き
な
い
し
、
柳
田
も

子
爵
令
嬢
を
婆
っ
て
も
、
不
平
を
し
ず
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
二

人
の
経
歴
設
定
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
世
を
夢
見
る
男
性
は
、

結
局
、
日
本
社
会
で
の
不
遇
か
ら
洋
行
す
る
が
、
帰
国
後
依
然
と
し
て
不
遇
の
憂
き
目

に
あ
い
、
ま
た
洋
行
す
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム

は
あ
く
ま
で
も
ド
リ
ー
ム
で
、
渡
米
に
よ
っ
て
出
世
を
実
現
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。　

で
は
、
洋
行
帰
り
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
粉
々
に
砕
か
れ
た
柳
田
で
あ
る
が
、
何
が

彼
を
し
て
な
お
洋
行
へ
夢
を
託
さ
せ
た
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
何
が
日
本
人
の
男
た

ち
を
し
て
、
洋
行
で
出
世
を
達
成
で
き
る
と
信
じ
さ
せ
た
の
か
。
小
説
の
中
で
は
、
柳

田
は
洋
服
を
着
、
シ
ガ
ー
を
吸
い
、
ウ
イ
ス
キ
ー
を
好
み
、
英
詩
を
口
ず
さ
ん
で
い
る

よ
う
な
、
非
常
に
ハ
イ
カ
ラ
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
大
陸
の
文

明
」
を
「
賞
賛
」
し
、
日
本
の
こ
と
を
「
豆
粒
の
よ
う
な
小
さ
な
島
国
」
だ
と
過
激
に

「
罵
倒
」
す
る
人
物
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
小
説
は
彼
を
し
て
西
洋
や
目
貫
に
関
す
る

具
体
的
な
文
明
論
を
何
一
つ
述
べ
さ
せ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
柳
田
の
西
洋
崇
拝
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が
あ
く
ま
で
日
常
的
な
ハ
イ
カ
ラ
好
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

彼
は
漠
然
と
し
た
西
洋
崇
拝
に
よ
っ
て
し
か
、
洋
行
帰
り
と
し
て
の
優
越
感
を
保
て
な

い
の
で
あ
る
。
横
浜
の
会
社
か
ら
派
遣
さ
れ
た
以
上
、
彼
は
い
ず
れ
は
日
本
に
帰
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
行
く
の
は
、
彼
が
言
う
よ
う
に
「
事
業
と
い

う
こ
と
に
付
い
ち
ゃ
、
ど
う
し
て
も
海
外
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
た
め
で
は
な

く
、
や
は
り
箔
を
つ
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
柳
田
と
は
反
対
に
「
洋
服
に
慣
れ

な
い
」
で
和
服
を
着
て
い
る
、
見
た
目
で
は
非
常
に
日
本
的
な
岸
本
も
、
ア
メ
リ
カ
ン
・

ド
リ
ー
ム
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
柳
田
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
テ
キ
ス
ト
が
二
人
に
ど
ん
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
雑
談
会
の
進
行
中
、
海
は
暴
風
雨
で
荒
れ
て
い
た
。
だ
が
、
語
り
手
の

「
私
」
は
、
「
窓
や
戸
へ
帷
幕
を
引
き
蒸
気
の
温
度
で
狭
い
船
室
の
中
を
暖
か
に
し
て
、

安
楽
椅
子
へ
免
れ
な
が
ら
外
部
の
暴
風
雨
を
聞
い
て
い
る
と
、
却
っ
て
そ
れ
と
も
無
し

に
冬
の
夜
に
於
け
る
炉
辺
の
愉
快
が
思
い
出
さ
れ
る
」
。
ほ
か
の
二
人
が
そ
れ
は
大
船
に

乗
っ
て
「
自
分
の
身
体
が
安
全
だ
と
云
う
事
を
信
じ
て
い
る
」
か
ら
だ
と
い
う
と
、
「
私
」

も
納
得
し
、
さ
ら
に
こ
う
い
う
。
「
何
事
に
寄
ら
ず
皆
ん
な
然
う
で
す
よ
。
一
方
で
愉
快

を
感
ず
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
其
の
為
に
一
方
で
は
屹
度
苦
痛
を
感
ず
る
も
の
が
起
る
で

す
。
火
事
な
ん
ぞ
は
焼
か
れ
る
も
の
こ
そ
災
難
だ
が
、
ほ
か
の
も
の
に
は
三
国
一
の
見

物
だ
か
ら
ね
」
。
つ
ま
り
、
語
り
手
の
「
私
」
は
二
人
の
話
に
対
し
て
、
対
岸
の
火
事
を

見
る
よ
う
な
冷
静
さ
と
好
奇
心
を
も
ち
な
が
ら
も
、
一
方
、
同
じ
ア
メ
リ
カ
行
き
の
身

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
自
分
と
は
、
窓
外
の
嵐
の
よ
う
に
、
実
は
カ
ー
テ
ン
一
枚
の
隔

た
り
し
か
な
い
と
い
う
潜
在
的
危
機
感
も
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
を
読
ん
で
い

る
読
者
の
好
奇
心
に
応
え
な
が
ら
も
、
そ
の
場
の
危
機
感
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の

が
読
み
取
れ
よ
う
。
会
話
の
初
め
に
柳
田
が
「
僕
な
ん
ぞ
は
ま
さ
に
焼
け
出
さ
れ
た
方

の
組
な
ん
だ
な
。
焼
け
出
さ
れ
て
亜
米
利
加
三
界
へ
逃
げ
出
す
ん
だ
」
と
言
う
の
も
、

こ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
語
り
手
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
『
あ

め
り
か
物
語
』
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
篇
で
す
で
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
破
局
を
物
語
っ
て
い
る
『
ア
メ
リ
カ

物
語
』
で
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
話
が
展
開
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
は
い
っ
た

い
日
本
人
の
ど
ん
な
問
題
を
解
決
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

西
洋
化
で
き
な
い
身
体
感
覚

　
『
あ
め
り
か
物
語
』
の
作
品
世
界
に
お
い
て
は
、
理
性
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い

あ
る
種
の
身
体
感
覚
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
男
性
が
命
を
賭
け
て
も
求
め

よ
う
と
す
る
、
女
性
か
ら
得
る
「
愉
快
」
だ
っ
た
り
（
「
酔
美
人
」
）
、
男
妾
に
甘
ん
じ
る

男
性
の
「
性
情
」
（
「
長
髪
」
）
だ
っ
た
り
、
ま
た
生
活
を
壊
す
よ
う
な
、
忘
れ
ら
れ
な
い

「
欲
情
」
（
「
旧
恨
」
）
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
感
覚
を
強
調
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
は
何
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
は

「
岡
の
上
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
主
人
公
の
二
野
は
異
性
に
好
か
れ
る
こ
と
に
「
自
分
の
主
義
と
自
分
の
人
格
が
、
世

間
か
ら
重
く
迎
え
ら
れ
て
い
」
る
時
よ
り
も
「
更
に
深
い
快
感
」
を
覚
え
、
そ
れ
に
対

し
て
「
私
は
如
何
に
自
分
を
弁
護
し
よ
う
と
し
て
も
致
し
方
が
な
い
。
そ
の
一
瞬
間
、

そ
の
一
刹
那
に
、
私
の
情
が
然
う
感
じ
た
の
で
す
か
ら
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
快

感
」
は
理
由
も
な
く
、
解
釈
で
き
な
い
よ
う
な
「
感
覚
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
彼

は
秘
密
裏
に
女
性
を
買
い
続
け
た
が
、
あ
る
日
「
考
え
る
と
」
、
「
世
間
が
想
像
す
る
通

り
の
清
い
身
の
上
に
な
る
事
が
…
（
中
略
）
…
愉
快
で
あ
る
と
決
断
し
」
、
「
神
聖
な
る
」

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
看
護
婦
と
結
婚
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
身
体
の
「
感
覚
」
を
理
性
が

指
し
示
す
理
想
に
服
従
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
文
学
者
の
渡
野
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
女
性
に
救
い
を
求
め
る

と
い
う
設
定
で
あ
る
。
柄
谷
行
人
は
、
広
本
近
代
文
学
の
源
泉
を
論
じ
る
く
だ
り
で
、
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キ
リ
ス
ト
教
の
告
白
制
度
に
よ
っ
て
「
内
面
」
が
存
在
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ

っ
て
「
肉
体
」
、
「
性
」
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
倒
錯
を
指
摘
し
て
い

る
。
ま
た
、
日
本
の
近
代
文
学
は
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
、
抑

圧
さ
れ
た
「
性
」
を
「
告
白
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
柄
谷
は
言
う
。
末
野

が
、
肉
欲
に
罪
意
識
を
覚
え
、
妻
に
「
今
迄
の
罪
悪
を
残
り
無
く
臓
悔
し
て
」
彼
女
の

愛
に
よ
っ
て
わ
が
身
を
救
お
う
と
し
た
設
定
は
、
柄
谷
が
指
摘
し
た
日
本
近
代
文
学
の

起
源
を
想
起
さ
せ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
「
私
」
に
自
分
の
話
す

と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
渡
野
の
結
婚
物
語
は
、
実
は
明
治
文
学
者
が
キ
リ
ス
ト
教

を
受
け
入
れ
る
場
合
に
出
会
っ
た
抵
抗
と
そ
れ
に
よ
る
苦
悩
の
話
と
し
て
読
ん
で
い
い

だ
ろ
う
。
冒
頭
の
部
分
で
「
私
」
も
渡
野
も
キ
リ
ス
ト
教
を
「
信
じ
よ
う
と
し
て
未
だ

信
ず
る
事
が
出
来
な
い
。
然
し
信
ず
る
事
の
出
来
た
暁
に
は
、
如
何
様
に
幸
福
で
あ
ろ

う
か
」
と
思
う
状
態
に
あ
る
こ
と
に
触
れ
る
の
も
、
こ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ

で
、
彼
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
志
向
に
対
抗
し
て
く
る
の
は
、
ほ
か
で
は
な
く
彼
ら
自
身
の

「
身
体
感
覚
」
な
の
で
あ
る
。

　
結
婚
後
、
渡
野
は
妻
に
対
し
て
尊
敬
の
念
は
起
こ
し
得
た
が
、
「
か
の
暖
か
い
や
わ
ら

か
い
恋
愛
の
情
は
如
何
し
て
も
沸
い
て
来
な
い
」
。
彼
は
身
体
「
感
覚
」
の
存
在
の
大
き

さ
を
実
感
す
る
一
方
で
あ
る
。
例
え
ば
夫
婦
一
緒
に
散
歩
す
る
場
面
に
つ
い
て
、
渡
野

は
こ
う
語
る
。
「
夢
の
よ
う
な
麗
ら
か
な
春
の
日
で
す
。
青
空
は
玉
の
様
に
輝
き
、
桜
や

桃
の
花
は
今
を
盛
り
と
咲
き
乱
れ
小
鳥
は
声
を
限
り
に
歌
っ
て
居
る
。
若
い
血
潮
の
燃

え
る
時
は
此
春
な
ら
ず
し
て
い
ず
れ
に
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
。
つ
ま
り
、
彼
の
文
学
者
と

し
て
の
感
性
は
す
で
に
「
燃
え
る
」
用
意
は
調
え
た
が
、
強
い
て
こ
の
感
覚
を
、
理
性

的
に
選
ん
だ
対
象
で
あ
る
妻
に
注
ご
う
と
す
る
と
、
身
体
は
つ
い
て
来
な
い
。
妻
に
キ

ス
し
た
彼
は
「
雪
の
様
に
冷
た
く
」
感
じ
、
「
何
の
故
か
自
分
な
が
ら
解
り
ま
せ
ん
」
が
、

「
不
快
な
嫌
悪
の
情
が
む
ら
む
ら
と
沸
き
起
こ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
一
方
、
彼
は
燃
え

る
情
熱
を
別
の
対
象
に
感
じ
る
。
「
燗
漫
た
る
桃
の
花
の
間
」
に
昼
寝
す
る
若
い
女
中
の

姿
を
見
つ
け
、
彼
は
「
も
う
世
の
中
の
事
も
自
分
の
身
の
上
の
こ
と
も
何
も
彼
も
忘
れ
」

「
燃
え
る
よ
う
な
頬
に
触
っ
て
見
た
い
と
、
私
の
身
中
を
流
れ
て
居
る
血
が
私
に
急
く

命
令
し
た
」
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
後
も
、
渡
野
の
理
性
と
感
覚
の
戦
い
が
続
く
。
「
私

は
半
分
夢
中
で
如
何
に
か
し
て
彼
女
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
を
取
り
去
り
た
い
と
焦
れ
ば

焦
る
ほ
ど
、
事
実
は
増
々
悪
く
な
る
ば
か
り
」
。
妻
は
彼
の
幻
覚
の
中
で
は
深
夜
に
真
っ

白
な
服
を
着
て
そ
の
枕
元
に
立
つ
不
気
味
な
存
在
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
身
体
感
覚
に

対
し
て
理
性
は
非
常
に
無
力
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
身
体
感
覚
が
理
性
的
志
向
に
反

逆
す
る
だ
け
の
力
を
持
つ
大
き
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
渡
野
の
結
婚
生
活
に
よ
っ
て

表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
理
性
的
志
向
と
身
体
感
覚
の
矛
盾
は
は
た
し
て
解
決
さ
れ
る
だ

ろ
う
か
。
渡
野
は
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
修
業
生
活
を
送
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
本
場
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
環
境
に
身
を
置
く
こ
と
で
、
理
性
に
つ
い

て
い
か
な
い
身
体
感
覚
を
馴
ら
そ
う
と
す
る
。
が
、
や
は
り
「
不
安
」
で
あ
る
。
牢
獄

の
囚
人
が
聖
人
で
あ
り
え
な
い
よ
う
に
、
禁
欲
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
ん
の
意
味
も
な

い
と
彼
は
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
再
び
都
会
の
生
活
に
も
ど
っ
て
身
体
感

覚
を
確
か
め
て
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

　
「
岡
の
上
」
で
は
、
身
体
感
覚
は
理
性
的
志
向
に
対
立
し
た
も
の
と
し
て
浮
か
び
上

溺
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
の
文
学
者
た
ち
の
、
西
洋
化
し
よ
う
と
す
る
精
神
的
志

向
と
そ
の
感
受
性
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
表
象
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
理
性
的
に

西
洋
文
化
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
も
、
た
と
え
外
的
環
境
が
西
洋
的
な
も
の
に
変
わ

っ
た
と
し
て
も
、
感
受
性
そ
の
も
の
が
理
性
に
し
た
が
っ
て
西
洋
化
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
逆
に
理
性
を
身
体
感
覚
に
従
わ
せ
る
こ
と
も
も
は
や

で
き
な
い
。
渡
世
が
妻
か
ら
離
れ
て
ア
メ
リ
カ
で
結
婚
前
の
生
活
を
す
る
代
わ
り
に
修

業
生
活
を
営
む
こ
と
は
、
こ
の
点
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
理
性
志
向
と
身
体
感
覚
と
の
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
む
明
治
の
文
学
者
渡
野
。
わ
た
し
は
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そ
こ
に
荷
風
の
影
を
見
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
小
説
で
は
主
人
公
の
渡
野
は
結
局
身

体
感
覚
に
し
た
が
っ
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
荷
風
も
帰
国
後
、
一
連
の
江
戸
情
緒

に
満
ち
た
作
品
を
書
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
西
洋
化
で
き
な
い
感
受
性
へ
の
回
帰
と

捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
と
妖
艶
な
娼
婦

　
未
知
な
る
も
の
を
見
聞
し
て
、
精
神
的
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
場
合
、
人
間
は
既

知
の
も
の
に
寄
り
か
か
っ
て
そ
れ
を
認
識
し
記
述
す
る
し
か
な
い
。
日
本
と
は
ま
っ
た

く
違
っ
た
近
代
工
業
文
明
下
の
ア
メ
リ
カ
の
世
相
に
対
し
て
、
荷
風
も
そ
れ
ま
で
小
説

で
よ
く
取
り
上
げ
た
女
性
問
題
を
切
口
に
、
受
け
た
印
象
や
衝
撃
を
表
現
し
た
と
思
わ

れ
る
。

　
　
「
寝
覚
め
」
は
療
育
支
店
営
業
部
長
沢
崎
と
ア
メ
リ
カ
人
部
下
ミ
セ
ス
・
デ
ニ
ン
グ

の
話
で
あ
る
。
沢
崎
は
ア
メ
リ
カ
に
来
て
半
年
に
な
り
、
「
境
遇
の
寂
蓼
を
感
ず
る
」
ば

か
り
。
仕
事
で
気
を
紛
ら
わ
そ
う
と
す
る
と
「
何
処
か
心
の
蝋
部
に
大
き
な
空
洞
が
出

来
て
其
処
へ
冷
た
い
風
が
吹
き
込
ん
で
く
る
よ
う
な
心
持
が
す
る
の
で
あ
る
」
。
ア
メ
リ

カ
で
の
生
活
は
彼
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
反
省
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
問
題
で
な
か
っ
た
こ

と
を
問
題
と
し
て
脳
裏
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
が
、
「
殊
に
煩
悶
だ
の
、
沈
思
だ
の
と
、

内
心
の
方
面
に
気
を
向
け
る
事
は
男
子
の
恥
と
信
じ
た
過
渡
期
の
教
育
を
受
け
た
身
は

面
罵
の
事
、
彼
は
遂
に
自
ら
大
笑
一
番
し
て
、
い
や
此
様
妙
な
心
持
に
な
る
の
も
、
つ

ま
る
処
女
に
不
自
由
し
て
い
る
か
ら
だ
と
我
と
我
身
を
賎
し
く
解
釈
し
て
僅
か
に
其
の

意
志
の
強
さ
に
満
足
し
よ
う
と
し
た
」
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
小
説
が
三
人
称
自

由
間
接
話
法
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
は
沢
崎
の
視
点
に
即
し
な
が
ら
、

彼
の
内
心
を
説
明
・
解
釈
・
批
評
し
た
り
し
て
い
る
。
上
に
引
用
し
た
「
我
と
我
身
を

賎
し
く
解
釈
し
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
実
は
語
り
手
の
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
沢
崎

の
「
煩
悶
」
「
沈
思
」
は
、
決
し
て
彼
自
ら
解
釈
し
た
よ
う
な
「
女
」
の
問
題
か
ら
来
た

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
異
文
化
の
風
土
に
暮
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
複

雑
な
心
理
状
態
か
ら
き
た
も
の
で
あ
り
、
「
女
」
の
問
題
は
そ
れ
を
表
現
す
る
手
段
で
あ

る
こ
と
を
読
者
に
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
先
に
触
れ
た
、
婚
姻
状
態
に
あ
る
知
識

人
の
心
理
状
態
（
「
女
」
に
対
す
る
感
覚
）
を
表
現
し
て
い
る
点
に
呼
応
し
て
い
る
。
実

際
に
、
荷
風
の
初
期
代
表
作
の
「
地
獄
の
花
」
（
一
九
〇
二
年
）
、
「
夢
の
女
」
（
一
九
〇

三
年
）
か
ら
後
の
江
戸
情
緒
の
代
表
作
「
渥
東
綺
諌
」
（
一
九
三
七
年
）
、
「
腕
く
ら
べ
」

（一

緕
l
六
年
）
に
至
る
ま
で
男
性
の
目
か
ら
見
た
女
性
が
常
に
表
現
対
象
に
な
っ
て

い
る
。
女
性
は
、
荷
風
が
世
界
を
表
象
す
る
あ
る
種
の
装
置
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
寝
覚

め
」
で
は
主
人
公
沢
崎
の
心
情
を
「
賎
し
く
解
釈
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
と
っ

て
の
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
複
雑
な
問
題
を
、
「
女
」
の
問
題
に
す
り
替
え
て
表
象
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
ミ
セ
ス
・
デ
ニ
ン
グ
は
沢
崎
の
事
務
所
が
雇
っ
た
若
い
ア
メ
リ
カ
人
で
、
彼
の
「
胸

を
躍
ら
せ
た
」
存
在
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
打
ち
解
け
ら
れ
な
い
。
あ
る
日
た
ま
た
ま

出
会
い
、
無
理
や
り
に
川
端
へ
散
歩
に
彼
女
を
誘
っ
た
。
「
沢
崎
は
詩
も
歌
も
知
ら
な
い

身
な
が
ら
、
美
し
く
若
葉
の
夜
の
何
と
な
く
風
情
深
く
、
人
な
き
腰
掛
に
手
こ
そ
取
ら

ね
、
女
と
居
並
ん
で
話
を
し
て
居
る
事
、
そ
れ
だ
け
が
非
常
な
幸
福
の
如
く
感
ぜ
ら
れ

て
、
話
の
材
料
な
ぞ
は
一
向
に
選
ぶ
処
で
は
な
い
」
。
だ
が
、
デ
ニ
ン
グ
が
話
し
出
す
と

そ
れ
が
「
西
洋
人
の
露
出
な
痴
話
」
だ
と
思
い
、
「
饒
舌
な
西
洋
婦
人
」
の
「
奥
底
な
」

い
話
に
引
辟
易
」
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
彼
女
が
辞
職
す
る
と
、
「
な
ん
と
云
う
我
儘

…
…
日
本
人
と
見
て
馬
鹿
に
す
る
、
と
在
米
日
本
人
の
常
と
し
て
、
直
様
妙
な
愛
国
的

僻
根
性
を
出
し
沢
崎
は
大
い
に
腹
を
立
て
た
」
。
だ
が
、
「
さ
て
五
日
、
十
日
と
経
っ
て

見
る
と
、
去
る
夏
の
夜
ハ
ン
ド
ソ
ン
河
畔
の
腰
掛
に
話
し
を
し
た
一
条
は
自
分
の
身
に

は
あ
る
ま
じ
き
小
説
の
よ
う
な
心
地
が
し
出
す
」
。
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
女
は
「
自
分

を
誘
っ
た
の
で
あ
る
と
し
か
思
わ
れ
ぬ
」
、
「
遺
憾
の
念
が
一
層
深
く
」
な
る
よ
う
に
な
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る
。　

沢
崎
は
や
っ
と
デ
ニ
ン
グ
と
接
触
す
る
機
会
を
得
る
と
、
真
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
何
一
つ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
想
像
だ
け
で
既
に
「
幸
福
」
に
感
じ
る
。

し
か
し
、
デ
ニ
ン
グ
が
実
際
に
自
己
表
現
を
す
る
と
、
彼
は
す
ぐ
「
西
洋
人
」
共
通
の

欠
点
を
見
出
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
彼
女
を
、
自
分
の
想
像
あ
る
い
は
先
入
観
を
通
し

て
し
か
見
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
女
が
彼
の
意
に
背
く
と
彼
の
反
応
も
「
在
米
日
本

人
の
常
」
で
あ
る
。
時
間
が
経
つ
と
ま
た
幻
想
し
始
め
る
。
よ
う
す
る
に
、
小
説
の
中

で
は
沢
崎
が
デ
ニ
ン
グ
に
対
し
て
ま
ず
憧
れ
、
そ
れ
か
ら
先
入
観
を
も
っ
て
接
触
し
、

の
ち
に
憧
憬
と
軽
蔑
と
が
入
り
混
じ
っ
た
感
情
を
抱
く
に
至
る
。
デ
ニ
ン
グ
は
沢
崎
に

と
っ
て
、
魅
力
的
で
あ
り
な
が
ら
妙
に
理
解
し
が
た
い
、
し
か
も
近
づ
き
が
た
い
存
在

と
な
っ
て
い
る
。
デ
ニ
ン
グ
と
い
う
人
の
正
体
は
最
後
ま
で
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
違
う

視
点
の
人
の
口
か
ら
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
デ
ニ
ン
グ
自
身
は
「
怠
け
癖
が
付
い
て

達
っ
た
」
か
ら
軽
い
仕
事
に
も
出
た
く
な
い
と
い
う
が
、
彼
女
の
亡
き
夫
の
目
に
は
「
土

耳
古
や
波
斯
の
美
人
の
よ
う
に
薄
い
霞
の
よ
う
な
衣
服
を
着
て
大
き
な
家
の
中
で
泉
水

へ
落
ち
る
水
の
音
に
昼
の
中
も
う
っ
と
り
と
夢
を
見
て
居
る
女
．
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

大
家
の
話
で
は
「
あ
ん
な
根
性
の
太
い
奴
は
あ
り
ゃ
し
ま
せ
ん
。
…
（
中
略
）
…
一
日

女
郎
の
腐
っ
た
よ
う
な
導
管
も
な
い
風
を
し
て
…
手
前
の
家
一
ツ
掃
除
も
し
な
い
で
野

良
々
々
暮
ら
し
て
居
た
」
。
こ
の
よ
う
に
ミ
セ
ス
・
デ
ニ
ン
グ
は
実
体
も
な
く
、
多
面
鏡

の
よ
う
に
、
異
な
る
角
度
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
見
え
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
。　

小
説
の
結
末
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。
「
以
後
、
沢
崎
三
郎
氏
は
人
か
ら
米
国
に
関
す
る

其
の
意
見
を
訊
か
れ
る
時
は
何
に
よ
ら
ず
、
必
ず
次
の
如
き
論
断
を
以
て
話
を
結
ぶ
の

で
あ
っ
た
。
『
つ
ま
り
米
国
ほ
ど
道
徳
の
腐
敗
し
た
社
会
は
な
い
。
生
活
の
困
難
な
処
か

ら
貞
操
な
ぞ
守
る
女
は
一
人
も
な
い
と
云
っ
て
堅
い
位
だ
。
到
底
君
子
の
長
く
住
む
に

堪
え
る
所
で
は
無
い
で
す
。
』
」
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
デ
ニ
ン
グ
に
対
す
る
批
評
が
そ

の
ま
ま
沢
崎
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
意
見
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
説
は
、
「
女
」

の
問
題
を
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
印
象
に
結
び
つ
け
、
デ
ニ
ン
グ
と
い
う
女
性
が
す
な
わ

ち
沢
崎
の
目
に
映
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
表
象
で
あ
る
と
、
再
び
読
者
の
注
意
を
呼
び
起
こ

し
て
い
る
の
だ
と
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
沢
崎
が
見
た
色
写
真
の
中
の
ミ

セ
ス
・
デ
ニ
ン
グ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
誘
惑
を
感
じ
な
が
ら
も
真
に
近
づ
く
こ
と

が
で
き
な
い
。
理
解
し
が
た
い
存
在
と
し
て
軽
蔑
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
魅
か
れ
て
い
く
。

ま
た
、
写
真
は
あ
く
ま
で
も
写
真
で
、
実
体
は
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
感
覚
は
す
べ
て

見
る
側
の
想
像
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

結
　
び

　
『
あ
め
り
か
物
語
』
で
、
荷
風
は
い
か
な
る
ア
メ
リ
カ
を
描
い
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
日
本
人
側
の
勝
手
な
想
像
に
す
ぎ
ず
、
日
本
人
の
西
洋
文

明
に
対
す
る
ぼ
ん
や
り
と
し
た
崇
拝
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
精
神
面
で
は
、
ア

メ
リ
カ
は
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
憧
れ
た
明
治
の
文
学
者
の
精
神
的
な
棲
家
に
は
な

ら
な
い
ば
か
り
か
、
理
性
と
同
様
に
西
洋
化
で
き
な
い
身
体
感
覚
の
存
在
の
大
き
さ
を

彼
ら
に
実
感
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
日
本
人
に
と
っ
て
、
あ
た
か
も
男
性
の

目
に
映
っ
た
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
中
の
妖
艶
な
娼
婦
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
誘
惑

に
満
ち
、
男
性
が
た
と
え
軽
蔑
し
な
が
ら
も
憧
れ
を
禁
じ
え
な
い
、
近
く
て
遠
い
存
在

で
あ
り
、
男
性
は
そ
れ
を
見
る
過
程
に
お
い
て
自
ら
の
赤
裸
々
な
精
神
状
態
を
見
つ
め

る
こ
と
に
な
る
。

　
『
あ
め
り
か
物
語
』
の
中
の
ア
メ
リ
カ
は
「
人
間
社
会
の
善
悪
の
両
極
端
を
見
る
事

の
出
来
る
所
で
す
。
人
は
何
方
へ
な
り
と
随
意
に
好
む
方
へ
行
く
事
が
出
来
」
（
「
岡
の

上
』
）
る
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
い
わ
ば
透
明
な
異
国
で
あ
り
、
そ
こ
で
人
間
が
文
化
、
習

俗
な
い
し
道
徳
的
な
束
縛
か
ら
解
か
れ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
描
か
れ
て
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お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
人
の
赤
裸
々
な
精
神
状
態
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
は
実
体
と
し
て
で
は
な
く
、
明
治
日
本
人
の
精
神
状
態
を

映
し
出
す
反
射
鏡
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
注
）
テ
キ
ス
ト
は
『
あ
め
り
か
物
語
』
（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

磯
田
光
一
『
永
井
荷
風
』
講
談
社
、
一
九
八
九
年
一
月

太
田
三
郎
「
荷
風
の
知
ら
れ
ざ
る
在
米
時
代
－
新
資
料
に
よ
る
解
明
1
」
、
坂
上
博
一

　
　
　
　
　
編
『
日
本
文
学
研
究
大
成
　
永
井
荷
風
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
六

　
　
　
　
　
月
所
収

柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
講
談
社
、
一
九
八
八
年

菅
原
克
也
「
放
蕩
息
子
の
帰
還
－
永
井
荷
風
の
西
洋
体
験
と
日
本
再
発
見
」
、
平
川
祐
弘

　
　
　
　
　
編
『
異
国
へ
の
憧
憬
と
祖
国
へ
の
回
帰
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
九
月

　
　
　
　
　
所
収

竹
盛
天
雄
「
年
譜
一
永
井
荷
風
」
、
『
あ
め
り
か
物
語
』
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
所

　
　
　
　
　
収

中
村
光
夫
『
評
論
永
井
荷
風
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
四
年

中
村
良
衛
「
荷
風
の
文
体
－
林
間
く
『
ア
メ
リ
カ
物
語
』
所
収
）
を
中
心
に
」
、
『
国
文
学

　
　
　
　
解
釈
と
鑑
賞
特
集
永
井
荷
風
を
読
む
』
至
文
堂
二
〇
〇
二
年
十
二
月
所
収

一　14　一


