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亡
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一　

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お
け
る
「
オ
フ
の
音
」

　

見
終
わ
っ
た
あ
と
、
言
い
知
れ
ぬ
不
可
解
さ
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
映
画

体
験
を
、
誰
も
が
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。『
お
国
と
五
平
』（
成

瀬
巳
喜
男
、
一
九
五
二
）
も
そ
う
し
た
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
映
画
だ
。
ラ

ス
ト
、
念
願
の
仇
討
ち
を
果
た
し
、
女
主
人
と
と
も
に
帰
路
に
つ
く
ば
か

り
と
な
っ
た
若
い
家
来
は
、
秋
風
に
一
条
の
尺
八
の
音
が
交
じ
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
き
、
恐
れ
慄
く
。
そ
れ
は
先
刻
討
ち
取
っ
た
仇
敵
の
吹
く
そ

れ
に
酷
似
し
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
は
女
主
人
に
尋
ね
る
。
あ
れ
が
聞
こ
え

る
で
し
ょ
う
か
。
だ
が
彼
女
は
無
言
で
眉
を
ひ
そ
め
る
ば
か
り
だ
。

　

『
お
国
と
五
平
』
は
谷
崎
潤
一
郎
の
同
名
戯
曲
（
一
九
二
二
年
）
の
映

画
化
で
あ
る
。
主
演
は
木
暮
実
千
代
と
大
谷
友
右
衛
門
。
時
は
江
戸
時
代
、

お
国
（
木
暮
）
は
、
恋
仲
で
あ
っ
た
友
之
丞
（
山
村
聰
）
と
別
れ
、
夫
の

伊い

織お
り

（
田
崎
潤
）
の
も
と
に
嫁
ぐ
。
恨
ん
だ
友
之
丞
は
伊
織
を
闇
討
ち
す

る
。
お
国
は
五
平
（
大
谷
）
を
従
え
仇
討
ち
に
発
つ
。
五
年
の
歳
月
が
無

為
に
流
れ
る
（
映
画
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
）。
彼
ら
は
旅
先
で
深
編
笠
で

顔
を
隠
し
た
虚
無
僧
の
尺
八
を
耳
に
す
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
友
之
丞
が

吹
い
て
い
た
音
色
を
お
国
に
想
起
さ
せ
る
。
お
国
は
い
つ
し
か
僧
の
正
体

が
友
之
丞
で
は
な
い
か
と
疑
念
を
抱
く
（
そ
の
予
想
は
的
中
す
る
）。
あ

る
日
、
お
国
と
五
平
は
船
の
渡
し
場
で
行
商
の
薬
売
り
に
再
会
す
る
。
薬

売
り
と
の
会
話
か
ら
自
分
た
ち
が
国
許
で
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を

知
る
。
失
意
の
お
国
は
病
に
倒
れ
る
が
、
看
護
す
る
五
平
は
自
ら
の
愛
を

告
白
す
る
。
突
然
、
お
国
の
前
に
友
之
丞
が
現
れ
る
（
虚
無
僧
の
正
体
が

自
分
で
あ
る
こ
と
も
明
か
す
）。
だ
が
彼
は
お
国
を
返
り
討
ち
に
す
る
ど

こ
ろ
か
自
分
の
愛
を
吐
露
す
る
。
ま
た
彼
は
二
人
の
関
係
を
知
っ
て
い
る

と
述
べ
る
（
秘
か
に
隣
室
に
宿
の
部
屋
を
取
り
、
二
人
の
言
動
を
盗
聴
し

て
い
た
）。
友
之
丞
は
仇
討
ち
を
や
め
る
よ
う
懇
願
す
る
が
、
お
国
は
そ

れ
を
聞
き
入
れ
ず
、
芒
原
で
五
平
に
友
之
丞
討
伐
を
命
じ
る
。
斬
ら
れ
た

友
之
丞
は
、
い
ま
わ
の
際
で
、
お
国
と
自
分
と
の
情
交
を
暴
露
し
、
絶
命

す
る
。
尺
八
が
聞
こ
え
る
の
は
こ
の
直
後
で
あ
る
。

　

尺
八
の
音
は
原
作
に
は
存
在
せ
ず
、
代
わ
り
に
お
国
と
五
平
に
よ
る
友

之
丞
へ
の
供
養
の
念
仏
で
閉
じ
ら
れ
る
。『
お
国
と
五
平
』「
第
一
稿
」（
準

備
稿
）
の
ト
書
き
を
見
る
と
、
そ
こ
で
は
原
作
の
念
仏
が
ま
だ
残
っ
て
い

る
が
、
す
で
に
尺
八
の
音
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

お
国
と
五
平
が
来
る
／
ど
ち
ら
か
ら
と
も
な
く　

ふ
っ
と
足
を
と
め

顔
を
見
合
せ
る
／
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
く
る
尺
八
の
同
じ

調
べ
／
二
人
は
共
に
身
震
い
し
て　

逃
げ
る
よ
う
に
足
を
早
め
て
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去
っ
て
行
く
／
ど
こ
ま
で
も
追
う
よ
う
に
聞
え
る
尺
八
の
音
／
二
人

の
姿
は　

次
第
に
小
さ
く
な
っ
て
行
く
／
尺
八
の
音　

聞
え
つ
づ
け

る＊
１

　

準
備
稿
と
決
定
稿
（
お
よ
び
完
成
映
画
）
と
の
あ
い
だ
で
は
決
定
的
な

相
違
が
あ
る
。
準
備
稿
に
お
い
て
尺
八
の
音
は
お
国
と
五
平
の
両
方
に
聞

こ
え
て
い
る
。
だ
が
決
定
稿
と
映
画
に
お
い
て
、
そ
れ
が
聞
こ
え
て
い
る

の
は
五
平
だ
け
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
彼
ら
を
恐
怖
さ
せ
る
（
と
同

時
に
両
者
を
結
び
合
わ
せ
も
す
る
）
尺
八
の
音
は
、
後
者
に
お
い
て
、
そ

の
認
識
の
差
異
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
、
お
互
い
を
断
絶
さ
せ
る
。

い
わ
ば
そ
れ
は
、
肉
体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
、
社
会
的
に
も
め
で
た
く

結
ば
れ
た
と
思
わ
れ
た
男
女
の
あ
い
だ
に
不
可
視
の
亀
裂
を
走
ら
せ
る
。

　

ラ
ス
ト
の
尺
八
の
音
を
五
平
の
記
憶
に
由
来
す
る
無
意
識
的
な
幻
聴
と

解
す
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
の
直
前
で
、
五
平
は
「
友
之
丞

様
の
声
が
こ
の
耳
を
離
れ
ま
せ
ぬ
」（
シ
ー
ン
86
）
と
お
国
に
訴
え
る
。

す
る
と
、
死
ん
だ
は
ず
の
友
之
丞
の
声
が
画
面
外
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の

で
あ
る
。
こ
の
声
は
間
違
い
な
く
、
五
平
の
記
憶
の
産
物
で
あ
ろ
う
。
そ

の
流
れ
か
ら
尺
八
も
ま
た
友
之
丞
の
声
と
同
一
視
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
だ
が
果
た
し
て
そ
う
か
。
友
之
丞
の
声
に
つ
い
て
は
五
平
自
身
そ

れ
が
回
想
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
一
方
、
尺
八
の
音
に
つ
い
て

は
そ
れ
を
自
ら
想
起
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
外
部

0

0

0

0

か
ら
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ミ
シ
ェ
ル
・
シ
オ
ン
は
映
画
の
音
を
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
ま
ず
、

画
面
内
に
音
源
が
可
視
化
さ
れ
て
い
る
も
の
。
シ
オ
ン
は
こ
れ
を
「
イ

ン
」
ま
た
は
「
同
時
（synchrone

）」
の
音
と
呼
ぶ＊
２

。
次
に
音
源
が
不
可

視
で
あ
る
音
を
、
シ
オ
ン
は
二
つ
に
分
け
る
。
ま
ず
「
映
像
の
中
で
は
そ0

の
音
源
は
同
時
に
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
演

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

じ
ら
れ
て
い
る
場
面
と
同
じ
時
間
に
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
映
像
の
フ
レ
ー
ム
が
示
す
空

間
に
隣
接
す
る
空
間
に
依
然
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
想
像
さ
れ
る
音
」＊
３

（
強
調
原
文
）。
つ
ま
り
画
面
に
は
見
え
て
い
な
い
が
、
画
面
か
ら
外
れ

た
と
こ
ろ
で
聞
こ
え
て
い
る
音
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
は
「
フ
レ
ー
ム
外
の

音
（son hors- cham

p

）」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
「
画
面
に
お
い
て
示
さ
れ
る

行ア
ク
シ
ョ
ン
為
と
は
別
の
時
間
そ
し
て
／
ま
た
は
別
の
場
所
に
あ
る
不
可
視
の
音
源
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0

0

0
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か
ら
発
す
る

0
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0

音
」＊
４

を
「
オ
フ
の
音
（son off

）」
と
す
る
。
こ
れ
は
た
と

え
ば
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
映
画
音
楽
な
ど
を
指
す
。
友
之
丞
の
声
も
尺
八
の

音
も
、
音
源
が
不
可
視
で
あ
る
点
で
は
同
じ
だ
が
、
で
は
シ
オ
ン
の
区
分

上
そ
れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
友
之
丞
の
声
は
フ
レ
ー
ム

外
の
音
に
該
当
す
る
。
友
之
丞
は
死
ん
で
い
る
が
、
そ
の
声
は
五
平
の
脳

裡
で
「
同
一
の
時
間
」
で
流
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
尺

八
の
音
は
ど
う
か
。
五
平
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
フ
レ
ー
ム
外
の
音
に
思
わ

れ
る
。
だ
が
お
国
は
そ
れ
が
聞
こ
え
て
お
ら
ず
、
五
平
も
そ
の
音
源
が
分

か
ら
な
い
（
五
平
は
尺
八
の
音
が
耳
か
ら
離
れ
な
い
と
は
言
わ
ず
、
あ
の

音
が
聞
こ
え
て
い
る
か
と
お
国
に
問
い
か
け
て
い
る
）。
こ
れ
が
別
の
時

空
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
オ
フ
の
音
と
見
な
せ
る
だ
ろ
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う
。
イ
ン
（
フ
レ
ー
ム
内
）
の
音
、
フ
レ
ー
ム
外
の
音
、
オ
フ
の
音
―
―

こ
れ
ら
三
つ
の
音
に
つ
い
て
、
シ
オ
ン
は
、
①
イ
ン
（
フ
レ
ー
ム
内
）
と

フ
レ
ー
ム
外
、
②
イ
ン
と
オ
フ
、
③
フ
レ
ー
ム
外
と
オ
フ
と
、
三
つ
の
境

界
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
な
か
で
③
が
「
最
も
謎ミ

ス

テ

リ

ユ

ー

め
い
て
い
る
」＊
５と
述
べ
、

こ
の
第
三
の
境
界
を
生
死
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
。「（
現
在
に
お
け
る
映

像
の
）
不
在
者
た
ち
の
世
界
と
、
死
者
た
ち
の
世
界
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
彼
岸
の
世
界
と
を
連
結
さ
せ
る
の
は
こ
の
境
界
だ
」＊
６。
尺
八
の
音
は
友

之
丞
と
亡
者
の
世
界
と
を
通
底
さ
せ
る
。

　

映
画
は
郷
里
に
向
け
て
歩
み
始
め
る
お
国
と
五
平
の
姿
で
閉
じ
ら
れ

る
。
最
後
の
シ
ョ
ッ
ト
は
芒
の
道
を
と
ら
え
た
縦
の
構
図
だ
。
そ
こ
を
二

人
が
手
前
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
進
む
が
、
成
就
の
晴
れ
や
か
さ
は
な

く
、
禁
忌
を
犯
し
た
逃
走
者
の
凄
絶
さ
の
よ
う
な
も
の
が
漂
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
ひ
と
え
に
音
の
問
題
に
由
来
し
て
い
る
。
シ
オ
ン
は
、
こ
の
第
三

の
境
界
が
開
か
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
死
者
の
世
界
と
の
結
界
が
破
ら
れ

る
こ
と
が
映
画
に
と
っ
て
「
最
も
致
死
的
」＊

７

で
あ
る
と
い
う
。
二
人
は
崩

壊
す
る
映
画
世
界
そ
の
も
の
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。『
お
国
と
五
平
』
を
音
の
問
題
か
ら
と
ら
え
直
す
と
何
が
見
え
て
（
聞

こ
え
て
）
く
る
だ
ろ
う
か
。

一

－

二�　

成
瀬
と
グ
リ
フ
ィ
ス

　
　
　
　

―
―
『
お
国
と
五
平
』
を
め
ぐ
る
言
説
の
変
遷

　

『
お
国
と
五
平
』
は
、
後
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
厳
し
い
批
判
を
受
け

た
。
ま
た
成
瀬
自
身
が
こ
の
作
品
に
否
定
的
で
あ
る
た
め
か＊
８

、
今
日
で
も

そ
れ
に
追
従
す
る
か
の
よ
う
に
作
品
そ
の
も
の
を
黙
殺
す
る
批
評
家
が
多

い＊
９

。
そ
う
し
た
な
か
で
こ
の
作
品
を
評
価
し
た
の
は
蓮
實
重
彥
で
あ
る
。

蓮
實
は
『
浮
雲
』（
一
九
五
五
）
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
―
―
鹿
児
島
で
病
に

倒
れ
た
ゆ
き
子
を
富
岡
が
看
病
す
る
場
面
―
―
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、

「
こ
れ
ら
二
本
の
映
画
〔『
浮
雲
』
と
『
お
国
と
五
平
』〕
に
共
通
し
て
い

る
の
は
、
主
人
公
あ
る
い
は
女
主
人
公
が
旅
の
さ
な
か
に
病
気
と
な
り
、

も
う
一
方
の
同
伴
者
が
そ
の
連
れ
を
世
話
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ

と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
い

ず
れ
も
「
二
人
が
知
ら
ぬ
ま
に
外
部
の
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
に
つ
れ

起
こ
る
空
間
に
お
け
る
変
化
（a change in space

）」＊1
＊ 

で
あ
る
と
す
る
。

蓮
實
は
こ
こ
で
「
外
部
の
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
」
と
い
う
「
空
間
に

お
け
る
変
化
」
の
主
題
を
浮
上
さ
せ
、
さ
ら
に
「
こ
の
映
画
〔『
お
国
と

五
平
』〕
は
ほ
と
ん
ど
、
成
瀬
的
な
主
題
か
ら
な
る
実
験
的
な
映
画
で
あ

る
と
見
な
し
得
る
」と
ま
で
述
べ
て
い
る
。蓮
實
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
ジ
ャ

ン
・
ナ
ル
ボ
ニ
も
「
旅
」
と
「
病
」
が
、
登
場
人
物
た
ち
に
「
い
っ
そ
う

禁
じ
ら
れ
た
境
界
を
乗
り
越
え
る
」
こ
と
を
許
す
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て

『
乱
れ
雲
』（
一
九
六
七
）
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
「
恋
の
苦
悩
が
態
度

や
仕
草
や
衝
動
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
身
体
の
疾
病
や
疾

患
へ
と
変
換
さ
れ
、
転
換
さ
れ
て
い
る
」
瞬
間
を
と
ら
え
る
点
で
、
成
瀬

を
ベ
ル
イ
マ
ン
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
、
フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
、
ガ
レ
ル
に
連
な
る

映
画
作
家
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る＊＊

＊

。
病
床
に
て
お
国
の
場
面
─
─
原
作
の
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戯
曲
で
は
二
ヶ
月
の
長
さ
に
及
ぶ
と
言
及
さ
れ
る
こ
の
長
患
い
の
場
面
─

─
に
お
い
て
、
ク
リ
ス
・
フ
ジ
ワ
ラ
は
、
部
屋
に
か
け
ら
れ
た
蚊
帳
を
用

い
た
演
出
に
注
目
し
、
そ
れ
が
お
国
と
五
平
と
の
「
禁
じ
ら
れ
た
関
係
」

の
侵
犯
の
表
象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
「
空
間
に

お
け
る
変
化
」
を
め
ぐ
る
指
摘
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う＊1
＊

。

　

蓮
實
、
ナ
ル
ボ
ニ
、
フ
ジ
ワ
ラ
の
作
家
主
義
的
再
評
価
は
、『
お
国
と

五
平
』
を
め
ぐ
る
否
定
的
先
入
観
か
ら
の
解
放
に
あ
る
程
度
ま
で

0

0

0

0

0

0

貢
献
し

た
。
た
だ
そ
れ
は
ま
た
別
の
障
礙
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
空
間
に
お
け
る
変
化
」
に
よ
っ
て
成
瀬
を
称
揚
す
る
と
き
、
蓮
實
は
─

─
高
峰
秀
子
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
を
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
の
巨
匠
Ｄ
・
Ｗ
・

グ
リ
フ
ィ
ス
映
画
の
リ
リ
ア
ン
・
ギ
ッ
シ
ュ
を
想
起
さ
せ
る
と
述
べ
な
が

ら
―
―
成
瀬
を
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
の
系
譜
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
蓮

實
が
成
瀬
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
一
世
代
前
の
グ
リ
フ
ィ
ス
を
敢
え
て
召

喚
す
る
の
は
、
成
瀬
を
世
界
的
作
家
と
し
て
顕
揚
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
蓮
實
は
ゴ
ダ
ー
ル
の
バ
ル
ネ
ッ
ト
評
を
引
き
つ
つ
、「
五
〇
年
代

に
成
瀬
巳
喜
男
が
完
成
さ
せ
た
ス
タ
イ
ル
の
あ
る
部
分
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
グ
リ
フ
ィ
ス
を
継
承
し
て
い
る
」＊1

＊

と
主
張
す
る
。
蓮
實
は
、
ジ
ョ
ン
・

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
な
ど
の
同
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
映
画
監
督
に
比
べ
て
、
成

瀬
や
小
津
が
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
を
撮
れ
た
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
成
瀬
の

グ
リ
フ
ィ
ス
性
を
補
強
し
て
い
く
。「
空
間
に
お
け
る
変
化
」
に
成
瀬
の

作
家
性
を
見
出
す
蓮
實
の
議
論
は
説
得
的
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
と
き
成
瀬

の
視
覚
的
特
性
に
議
論
が
集
中
す
る
あ
ま
り
音
響
的
側
面
が
等
閑
視
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る＊1
＊

。
だ
が
音
響
演
出
も
ま
た
成
瀬
に
お
い
て
本

質
的
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
仮
説
と
し
て
、
以
後
、
私
た
ち
は

探
求
を
試
み
て
い
こ
う
。
素
朴
な
問
い
─
─
あ
の
尺
八
の
音
は
ど
こ
か
ら

来
た
の
か
、
そ
し
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
―
―
を
導
き
の
糸
と
し
つ
つ
。

二　

仇
討
ち
と
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

　
　

―
―
占
領
時
代
末
期
の
時
代
劇
映
画

二

－

一　

題
材
の
選
択

　

映
画
『
お
国
と
五
平
』
は
一
九
五
二
年
四
月
一
〇
日
に
公
開
さ
れ
た
。

同
年
一
月
一
六
日
に
映
画
倫
理
規
程
に
シ
ナ
リ
オ
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
ま
で
に
シ
ナ
リ
オ
完
成
、
撮
影
は
二
月
か
ら
三
月
に
行
わ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
公
開
日
の
一
八
日
後
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
が
発
効

し
、
日
本
は
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
か
ら
独
立
す

る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
公
開
禁
止
と
な
っ
て
い
た
黒
澤
明
の
『
虎
の
尾
を

踏
む
男
達
』（
一
九
四
五
）
が
そ
の
二
週
間
後
（
四
月
二
四
日
）、
完
成
か

ら
約
七
年
越
し
に
公
開
さ
れ
た
こ
と
も
付
記
し
て
お
こ
う
。
そ
う
し
た
歴

史
状
況
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
は
、「
成
瀬

の
占
領
期
最
後
の
映
画
」＊1
＊

で
あ
る
こ
の
時
代
劇
に
「
場
違
い
な
信
用
と
失

わ
れ
た
機
会
の
寓
話
」
を
読
み
取
る
。
友
之
丞
を
殺
す
こ
と
で
、
お
国
と

五
平
は
「
自
由
の
好チ
ャ
ン
ス機
」
を
殺
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
当
時
の
日
本
人

が
直
面
し
た
境
遇
、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
占
領
が
終
わ
り
つ
つ
も
、
戦

尺
八
と
人
形
浄
瑠
璃
―
―
大
久
保

4 －－（129）



争
以
前
の
故ホ
ー
ム郷
（
＝
戦
前
の
日
本
）
の
記
憶
を
持
っ
た
ま
ま
、
占
領
後
の

世
界
（
＝
戦
後
の
日
本
）
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る＊1
＊

。
映
画
の

物
語
を
歴
史
的
寓
意
と
解
す
る
こ
と
は
刺
激
的
で
は
あ
る
が
、
成
瀬
の
時

代
劇
回
帰
が
「
時
代
の
徴
候
」＊1
＊

と
断
じ
る
の
は
性
急
に
も
思
わ
れ
る
。
時

代
と
映
画
内
容
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
よ
り
丁
寧
な
事
実
確
認
が
求
め

ら
れ
る
。二

－

二　

幸
福
の
追
求

　

『
お
国
と
五
平
』
は
、
歌
舞
伎
出
身
の
大
谷
友
右
衛
門
主
演
作
と
し

て
企
画
さ
れ
た
時
代
劇
で
あ
る
（
成
瀬
に
よ
れ
ば
、
映
画
の
題
材
に
つ

い
て
は
岡
本
綺
堂
の
『
鳥
之
辺
心
中
』
の
映
画
化
な
ど
い
く
つ
か
の
候

補
が
立
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
）。
そ
こ
に
は
、『
赤
道
祭
』（
佐
伯
清
、

一
九
五
一
）、『
慶
安
秘
帖
』（
千
葉
泰
樹
、
一
九
五
二
）、『
風
ふ
た
た
び
』（
豊

田
四
郎
、
一
九
五
二
）
な
ど
と
と
も
に
東
宝
企
画
本
部
（
文
藝
春
秋
新
社

の
佐
佐
木
茂
索
が
主
導
）
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る＊1

＊

。
に
も

か
か
わ
ら
ず
成
瀬
は
、こ
の
映
画
は
自
ら
映
画
化
を
希
望
し
た
と
明
言
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
通
常
の
時
代
劇
と
は
異
な
り
「
そ
の
時
代
の
人
間
と

か
生
活
」＊1
＊

を
描
き
た
か
っ
た
か
ら
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
徴
候
」
を

読
み
と
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
日
本
回
帰
と
い
う
よ
り
、
作
家
的
主
題
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
成
瀬
は
前
年
、
林
芙
美
子
の
『
め
し
』
を
映
画
化

し
て
い
る
。
当
初
監
督
に
予
定
さ
れ
て
い
た
千
葉
泰
樹
が
急
病
に
よ
り
降

板
し
、
成
瀬
が
代
わ
っ
て
監
督
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る11
＊

。
大
阪

で
暮
ら
す
若
い
夫
婦
の
さ
さ
や
か
な
不
和
と
そ
の
和
解
を
繊
細
に
描
い
た

本
作
で
、
長
い
低
迷
期
に
あ
っ
た
成
瀬
が
「
復
活
」
を
遂
げ
た
こ
と
―
―

こ
れ
を
契
機
に
、『
稲
妻
』、『
妻
』、『
晩
菊
』、『
浮
雲
』
と
い
う
成
瀬
の

林
文
学
の
サ
イ
ク
ル
が
始
ま
る
こ
と
―
―
も
し
か
り
で
あ
る
。「
そ
の
時

代
の
人
間
と
か
生
活
」
を
描
く
と
い
う
『
お
国
と
五
平
』
の
試
み
は
、
戦

後
の
庶
民
の
「
生
活
」
を
描
い
た
『
め
し
』
の
そ
れ
と
連
続
し
て
い
る
。

　

だ
が
『
め
し
』
と
『
お
国
と
五
平
』
に
は
も
う
一
つ
共
通
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
幸
福
へ
の
懐
疑
と
い
う
主
題
で
あ
る
。『
め
し
』
で
主
人
公
三
千

代
（
原
節
子
）
が
、
女
学
校
時
代
の
同
窓
会
に
出
席
す
る
場
面
が
あ
る
。

そ
こ
で
彼
女
は
旧
友
（
花
井
蘭
子
）
か
ら
「
あ
な
た
の
よ
う
な
幸
福
な
奥

様
」
と
言
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
幸
せ
そ
う
な
顔
」
と
言
わ
れ
、「
私
、
幸

せ
そ
う
？
」
と
尋
ね
る
。
こ
こ
で
幸
福
を
め
ぐ
っ
て
の
周
囲
か
ら
の
評
価

と
彼
女
自
身
の
実
感
と
の
齟
齬
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
だ
が
彼
女
は
幸

福
な
体
裁
を
取
り
繕
え
て
い
る
こ
と
に
内
心
満
足
し
て
も
い
る
よ
う
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
に
物
語
後
半
、
秘
か
に
慕
っ
て
い
た
従
兄
の
一
夫
（
二
本

柳
寛
）か
ら「
不
幸
な
奥
さ
ん
」と
言
わ
れ
る
と
動
揺
を
隠
せ
な
い
。
い
っ

た
ん
は
実
家
に
帰
省
し
た
三
千
代
を
、
夫
の
初
之
輔
（
上
原
謙
）
が
迎
え

に
来
る
。
そ
こ
で
二
人
は
和
解
し
、
大
阪
に
戻
る
。
こ
こ
で
三
千
代
の
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
か
ぶ
さ
り
、「
そ
の
男
〔
夫
〕
の
そ
ば
に
寄
り
添
っ
て
、

そ
の
男
と
一
緒
に
幸
福
を
求
め
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
が
、
そ
の
こ
と

が
私
の
本
当
の
幸
福
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
締
め
く
く
ら
れ
る1＊

＊

。
こ
の

よ
う
に
、
主
人
公
の
幸
福
感
は
こ
と
ご
と
く
結
婚
の
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
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て
い
る
。
こ
れ
は
『
稲
妻
』（
一
九
五
二
）
も
同
じ
で
あ
る
。
主
人
公
は

バ
ス
ガ
イ
ド
を
勤
め
る
清
子（
高
峰
秀
子
）だ
が
、
彼
女
の
母
お
せ
い（
浦

辺
粂
子
）
は
四
人
の
男
性
と
結
婚
し
た
た
め
、
清
子
の
兄
姉
は
す
べ
て
父

親
が
違
う
。
清
子
は
母
に
幸
福
だ
っ
た
か
を
尋
ね
、「
結
婚
が
幸
福
だ
な

ん
て
と
て
も
思
え
な
い
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
終
幕
で
清
子
が
母
に
言
い

放
つ
台
詞
「
わ
た
し
生
ま
れ
て
一
度
だ
っ
て
幸
福
だ
な
ん
て
思
っ
た
こ
と

な
い
わ
よ
」
に
つ
な
が
る
。

　

原
作
で
も
映
画
で
も
『
お
国
と
五
平
』
に
お
い
て
は
幸
福
（
幸
せ
、
仕

合
わ
せ
）
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
。
病
に
倒
れ
た
お
国
の
も
と
を
医
者

が
往
診
す
る
場
面
（
シ
ー
ン
62
）
で
、
医
者
は
自
殺
し
た
女
性
（
死
ん
だ

夫
の
後
追
い
心
中
を
し
た
大
工
の
妻
）
を
見
て
き
た
ば
か
り
だ
と
話
す
。

そ
の
後
、
病
床
で
お
国
は
、
そ
の
女
性
に
つ
い
て
「
生
涯
た
っ
た
一
人
の

殿
御
し
か
知
ら
な
か
っ
た
と
見
え
る
」
と
呟
き
、「
幸
せ
な

0

0

0

人
で
す
ね
」

（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
）
と
言
う
。
回
復
し
た
お
国
は
、
故
郷
の
人
々

の
不
人
情
を
嘆
き
、「
私
は
幸
せ
0

0

で
は
な
い
、
幸
せ
0

0

で
は
な
い
、
幸
せ
0

0

で

は
な
い
」
と
三
度
繰
り
返
す
（
シ
ー
ン
67
）。
さ
ら
に
、「
武
家
の
妻
は
、

自
分
の
本
当
の
幸
せ
0

0

を
求
め
る
こ
と
も
な
ら
ぬ
の
か
」
と
、
仇
討
ち
の
不

条
理
を
五
平
に
訴
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
五
平
も
、「
友
之
丞
様
が
い
つ

ま
で
も
見
つ
か
ら
ず
、
お
そ
ば
に
い
ら
れ
る
方
が
私
も
幸
せ
0

0

で
ご
ざ
い
ま

す
」（
シ
ー
ン
69
）
と
返
答
し
愛
を
告
白
す
る
。
絶
命
す
る
寸
前
、
お
国

と
の
過
去
の
情
事
を
五
平
に
暴
露
し
た
友
之
丞
の
最
後
の
台
詞
も
「
馬
鹿

め
。
せ
っ
か
く
そ
れ
だ
け
は
隠
し
て
幸
せ
0

0

に
し
て
や
ろ
う
と
思
う
た
に
」

（
シ
ー
ン
86
）
で
あ
る
。『
め
し
』『
お
国
と
五
平
』『
稲
妻
』
に
お
い
て

幸
福
問
題
は
結
婚
問
題
と
同
義
で
あ
る11
＊

。
こ
の
点
で
『
お
国
と
五
平
』
は

成
瀬
映
画
の
フ
ィ
ル
モ
グ
ラ
フ
ィ
に
お
い
て
例
外
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ

こ
に
は
、
自
ら
の
幸
福
へ
の
疑
念
か
ら
、
真
の
幸
福
追
求
へ
傾
斜
す
る
人

間
の
ド
ラ
マ
と
い
う
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
を
見
て
と
れ
る
。

二

－

三　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
支
配
下
の
時
代
劇

　

だ
が
時
代
劇
に
お
け
る
「
生
活
」
志
向
は
当
時
の
時
代
劇
映
画
に
要

請
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。『
お
国
と
五
平
』
は
、
一
九
五
二
年
一
月

一
六
日
に
日
本
映
画
連
合
会
映
画
倫
理
規
程
管
理
部
の
審
査
を
受
け
て
い

る
。
そ
こ
で
は
「
仇
討
つ
主
従
と
討
た
る
る
も
の
が
、
空
し
い
武
家
の
掟

と
人
間
的
我
執
の
中
に
迷
い
悩
む
姿
を
描
く
」
と
映
画
の
テ
ー
マ
が
要
約

さ
れ
た
後
で
、
以
下
の
よ
う
な
要
望
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

全
篇
を
通
じ
て
、
仇
討
ち
の
愚
か
さ
と
武
士
の
妻
の
悲
劇
が
謳
わ

れ
て
い
る
の
は
結
構
で
あ
る
が
、
演
出
に
於
て
も
こ
の
点
を
充
分
強

調
さ
れ
た
い
。（
社
会
）

　

但
し
、
仇
討
に
関
す
る
台
詞
や
、
忠
義
、
御
奉
公
な
ど
に
類
す
る

言
葉
の
使
用
は
、
構
成
上
必
要
な
限
度
に
と
ど
め
て
戴
き
た
い
。
そ

し
て
そ
の
場
限
り
に
し
て
も
そ
れ
ら
の
讃
美
に
な
ら
ぬ
よ
う
注
意
し

て
戴
き
た
い
。（
社
会
）

　

友
之
丞
を
殺
す
場
面
は
残
酷
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
演
出
注
意
さ
れ
た
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い
。11
＊

　

こ
こ
で
特
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
仇
討
ち
と
そ
れ
に
付
随
す
る

殺
害
場
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
占
領
期
に
お
け
る
日
本
映
画
の
状
況
と

関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
民
間
情
報
局
は
「
仇
討
ち
に
関
す
る
も

の
」
を
禁
止
事
項
と
し
た
。11
＊

『
お
国
と
五
平
』
は
仇
討
ち
を
主
題
と
し
な

が
ら
も
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
愚
か
さ
」
と
い
う
否

定
面
を
描
く
も
の
で
あ
る
た
め
に
制
作
が
許
可
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

演
出
上
で
も
、
そ
の
点
を
特
段
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の

映
画
が
「
武
士
の
妻
の
悲
劇
」
を
描
く
こ
と
で
、
封
建
時
代
に
生
き
る
登

場
人
物
た
ち
の
人
間
性
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
九
四
〇
年
代
末

か
ら
五
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
旧
来
の
時
代
劇
映
画
に
対
す
る
反
省
、
そ

し
て
そ
れ
を
契
機
と
し
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
刷
新
」（
長
谷
正
人
）11

＊

と
い
っ
た
動
向
に
も
呼
応
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り『
お
国
と
五
平
』は
占
領
期
日
本
映
画
に
相
応
し
い
題
材
で
あ
っ

た
。
こ
の
映
画
は
仇
討
ち
と
い
う
目
的
に
向
け
て
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
収
斂

す
る
か
に
見
え
る
。
だ
が
物
語
の
進
行
に
つ
れ
て
、
そ
の
意
義
は
空
洞
化

す
る
。お
国
と
五
平
は
自
分
た
ち
が
故
郷
で
忘
却
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
知
る
。

さ
ら
に
仇
自
身
が
（
利
己
的
な
理
由
か
ら
と
は
い
え
）
復
讐
の
不
毛
を
説

く
。
こ
う
し
た
現
代
性
は
谷
崎
の
原
作
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
伊
藤
整

が
い
み
じ
く
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
「
歌
舞
伎
形
式
を
生
か
し

た
ま
ま
、
そ
の
形
式
的
な
効
果
を
利
用
し
て
、
近
代
的
な
、
ま
た
谷
崎
潤

一
郎
特
有
の
人
間
観
を
一
層
目
ざ
ま
し
い
形
で
生
か
し
て
い
る
」11
＊

。

　

だ
が
結
局
仇
討
ち
は
遂
行
さ
れ
る
。
は
た
し
て
報
復
の
名
の
下
に
殺

人
を
犯
す
と
い
う
非
人
間
的
な
行
い
に
人
間
性
は
保
証
さ
れ
る
の
か
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
解
決
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
お
国
と
五
平
は
友
之
丞

の
命
を
救
い
、
友
之
丞
も
ま
た
彼
ら
の
温
情
に
感
謝
し
贖
罪
を
誓
う
べ
き

な
の
で
は
な
い
か
。
仇
討
ち
（
殺
人
）
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
双
方
を
正

当
化
す
る
試
み
そ
れ
自
体
が
、
解
消
し
が
た
い
矛
盾
を
宿
命
的
に
抱
え
込

ん
で
い
る
。
そ
の
矛
盾
そ
の
も
の
が
原
作
者
の
谷
崎
の
企
図
に
拠
る
も
の

で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
占
領
期
末
期
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
文

脈
に
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
も
そ
も
谷
崎
の
こ

の
原
作
を
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
的
に
映
画
化
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。『
お
国
と
五
平
』
と
い
う
映
画
に
お
け
る
時
代
的
状
況
と
原

作
者
の
主
題
と
の
関
係
は
、
決
し
て
調
和
的
な
も
の
と
は
言
い
が
た
い
の

で
あ
る
。二

－

四　

公
開
評
の
再
検
討

　
『
お
国
と
五
平
』を
は
じ
め
と
し
て
、
一
九
五
二
年
に
公
開
さ
れ
た『
荒

木
又
右
衛
門　

決
闘
鍵
屋
の
辻
』（
森
一
生
）、『
慶
安
秘
帖
』、『
四
十
八

人
目
の
男
』（
佐
伯
清
）
と
い
っ
た
企
画
本
部
主
導
の
時
代
劇
群
は
、
当

時
「
新
し
い
時
代
劇
を
意
図
し
た
野
心
的
な
作
品
で
あ
っ
た
が
興
行
的
に

は
失
敗
し
た
」11
＊

と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
公
開
評
は
さ
ほ
ど

悪
く
な
い
。
長
戸
俊
雄
は
、
仇
討
ち
や
封
建
的
な
主
従
関
係
の
不
条
理
に
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疑
問
を
投
げ
か
け
る
作
品
の
意
図
を
正
確
に
理
解
し
、「
近
代
的
な
人
道

主
義
の
思
想
」
―
―
す
な
わ
ち
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
刷
新
」
―
―
を
取

り
入
れ
な
が
ら
、
主
人
公
の
二
人
が
「
性
的
に
接
近
し
て
い
く
」
さ
ま
を

と
ら
え
た
点
を
高
く
評
価
し
て
い
る11
＊

。

　

一
方
、
否
定
的
な
評
価
も
見
ら
れ
る11
＊

。
大
黒
東
洋
士
は
、
戯
曲
に
お
い

て
「
奥
方
と
家
来
と
い
っ
た
厳
し
い
主
従
関
係
が
い
つ
か
普
通
の
男
女
関

係
に
変
っ
て
行
き
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
三
人
三
様
の
背
馳
し
た
気
持

の
相
剋
が
、
劇
的
な
盛
り
上
り
を
見
せ
る
」
と
述
べ
、
そ
こ
に
「
谷
崎
潤

一
郎
独
自
の
心
理
の
陰
影
と
愛
慾
、
懊
悩
の
狂
お
し
さ
が
見
ら
れ
る
」
と

し
な
が
ら
、
映
画
で
は
「
こ
の
肝
腎
の
急
所
が
描
き
切
れ
て
い
な
い
」
と

す
る11
＊

。
大
黒
は
ま
た
「
映
画
で
は
お
国
と
五
平
と
が
友
之
丞
に
め
ぐ
り
合

う
ま
で
の
苦
渋
な
旅
に
全
体
の
三
分
の
二
を
費
や
し
て
い
る
が
、
こ
の
描

写
が
平
板
で
、
退
屈
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
」1＊

＊

と
も
述
べ
て
い
る
が
、
同

じ
こ
と
は
脚
色
者
の
八
住
利
雄
に
よ
っ
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

附
け
加
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
は
、
所
詮
は
無
駄
な
の
で
あ
る
。

原
作
か
ら
受
け
た
興
味
も
感
動
も
水
を
ま
ぜ
た
よ
う
に
稀
薄
に
な

り
、
か
と
云
っ
て
、
映
画
的
な
、
異
質
な
そ
れ
ら
の
も
の
を
作
り
出

せ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
シ
ナ
リ
オ
・
ラ
イ
タ
ア
は
文
学
に
も
忠

実
に
な
れ
ず
、
同
時
に
映
画
に
も
忠
実
に
な
れ
ず
、
映
画
『
お
国
と

五
平
』
は
惨
め
な
失
敗
で
あ
っ
た
。11
＊

　

こ
う
し
た
大
黒
や
八
住
の
批
判
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
大
黒
評

に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
谷
崎
の
戯
曲
自
体

が
初
演
時
に
お
い
て
冗
長
だ
と
批
判
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
他
な

ら
ぬ
谷
崎
が
、
自
ら
演
出
し
た
舞
台
に
つ
い
て
「
セ
リ
フ
が
く
ど
過
ぎ

る
、
我
な
が
ら
冗
長
だ
と
感
じ
た
」11
＊

と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
「
人
物
た
ち

が
延
々
と
議
論
を
し
て
い
る
だ
け
」11
＊

と
も
い
え
る
戯
曲
『
お
国
と
五
平
』

の
冗
長
性
は
谷
崎
の
企
図
で
も
あ
っ
た
。

僕
は
三
人
が
じ
つ
と
一
つ
所
に
動
か
ず
に
ゐ
て
セ
リ
フ
を
遣
り
取
り

す
る
光
景
を
想
像
す
る
。
仮
に
あ
ゝ
云
ふ
出
来
事
が
実
際
に
あ
つ
た

と
し
て
、
あ
の
三
人
が
淋
し
い
那
須
野
ヶ
原
の
松
並
木
で
行
き
遇

ひ
、
秋
の
夕
暮
の
虫
の
音
の
聞
え
る
中
で
、
松
の
根
方
に
腰
を
お
ろ

し
て
語
り
合
ふ
と
す
る
と
、
決
し
て
う
る
さ
く
行
つ
た
り
来
た
り
な

ど
す
る
筈
は
な
い
。
第
一
友
之
丞
が
う
つ
か
り
体
を
動
か
し
た
り
す

れ
ば
、
ス
ハ
こ
そ
と
二
人
は
刀
に
手
を
か
け
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
く

ら
ゐ
緊
張
し
た
静
か
さ
が
支
配
し
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。11

＊

　

谷
崎
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
役
者
が
彫
像
の
よ
う
に
不
動
の
ま
ま
台

詞
を
発
し
、
そ
の
台
詞
の
存
在
感
を
際
だ
た
せ
る
と
い
う
反
演
劇
的
と
も

言
い
得
る
舞
台
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。大
黒
が
述
べ
る
よ
う
な「
谷

崎
潤
一
郎
独
自
の
心
理
の
陰
影
と
愛
慾
、
懊
悩
の
狂
お
し
さ
」が
戯
曲『
お

国
と
五
平
』
に
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
通
例
の
演
出
に
よ
っ
て
は
成
立
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し
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た「
緊
張
し
た
静
か
さ
」

が
仮
に
映
画
と
し
て
見
事
に
定
着
で
き
た
と
し
て
、
見
る
者
に
よ
っ
て
は

受
け
入
れ
が
た
い
も
の
に
な
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
次
に
八
住
の
自

己
批
判
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
作
品
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
自
ら

の
脚
色
法
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
後

で
八
住
は
『
乱
菊
物
語
』（
谷
口
千
吉
、
一
九
五
六
）
の
脚
色
に
つ
い
て

も
同
様
に
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
嘆
き
な
が
ら
、「
ま
こ
と
に
口
惜

し
い
こ
と
だ
が
、
谷
崎
文
学
の
映
画
化
は
、
僕
が
関
係
し
た
限
り
、
す
べ

て
文
学
に
対
す
る
映
画
の
敗
北
で
あ
っ
た
と
云
え
る
」11
＊

と
述
べ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

さ
て
大
黒
が
、『
お
国
と
五
平
』
評
で
、
諸
国
を
転
々
と
す
る
と
い
う

物
語
設
定
と
仇
討
ち
ま
で
の
経
緯
を
回
想
で
説
明
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
め
ぐ

り
、
こ
れ
が
黒
澤
明
が
脚
本
を
手
が
け
た
『
荒
木
又
右
衛
門　

決
闘
鍵
屋

の
辻
』
の
「
二
番
煎
じ
」
だ
と
述
べ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
評

価
は
さ
て
お
き
、
前
述
の
時
代
劇
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
刷
新
」
の
文

脈
の
な
か
に
こ
の
作
品
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼
の

比
較
は
興
味
深
い
。
ど
ち
ら
の
作
品
に
お
い
て
も
、
剣
戟
と
し
て
の
活
劇

よ
り
、
殺
害
に
い
た
る
人
間
心
理
、
生
へ
の
無
様
な
執
着
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。そ
の
先
駆
的
作
品
は
、や
は
り
黒
澤
監
督
の『
羅
生
門
』（
一
九
五
〇
）

だ
ろ
う
。『
羅
生
門
』
も
『
荒
木
又
右
衛
門　

決
闘
鍵
屋
の
辻
』
も
、
殺

さ
れ
る
人
物
は
「
殺
さ
れ
た
く
な
い
」「
死
ぬ
の
は
い
や
だ
」
と
い
っ
た

台
詞
を
繰
り
返
す
。『
お
国
と
五
平
』
の
友
之
丞
も
繰
り
返
し
「
命
が
惜

し
い
」
と
口
に
す
る11
＊

。
時
代
劇
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
刷
新
」
と
は
死

に
際
し
て
の
潔
さ
の
否
定
、
あ
る
い
は
人
間
の
生
存
本
能
の
醜
悪
さ
の
暴

露
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
刷
新
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
冒

頭
で
触
れ
た
尺
八
の
音
は
ど
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
封
建
性
と
人
間
性
と
い
う
相
容
れ
な
い
要
素
を
一
つ
の
作
品

の
な
か
に
つ
な
ぎ
と
め
る
鎹
か
す
が
いの
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
五
平

は
仇
討
ち
と
は
い
え
人
を
殺
す
こ
と
で
い
っ
た
ん
人
道
を
踏
み
外
す
。
そ

う
し
た
彼
の
人
間
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
良
心
の
呵
責
と
し

て
、
尺
八
が
幻
聴
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う

な
穏
当
な
読
解
は
す
ぐ
さ
ま
別
の
疑
問
を
も
た
ら
す
。
な
ぜ
五
平
だ
け
に

尺
八
の
音
が
聞
こ
え
る
の
か
。
実
際
に
手
を
下
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、

殺
せ
と
命
じ
た
お
国
も
ま
た
友
之
丞
殺
害
に
荷
担
し
て
い
る
。
も
し
良
心

の
呵
責
と
し
て
尺
八
の
音
を
聞
か
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
人
と
も
そ
の
音

に
怖
れ
慄
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
よ
り
素
朴
か
つ
根

本
的
な
疑
問
と
し
て
残
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
良
心
の
声
が
な
ぜ
か
く
も

不
吉
な
も
の
と
し
て
響
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
映
画
『
お
国
と
五

平
』
の
尺
八
の
音
の
中
に
は
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
刷
新
」
な
ど
で
は
還

元
さ
れ
な
い
残
余
が
存
在
し
て
い
る
。
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三　

時
空
の
侵
犯

三

－

一　

空
間
と
時
間
を
浸
透
す
る
音

　

『
お
国
と
五
平
』
は
、
映
画
と
戯
曲
と
の
あ
い
だ
で
相
違
が
あ
り
、
映

画
で
追
加
さ
れ
た
前
半
部
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
し
か
し
仔
細
に
検
討
す
る
と
そ
れ
以
外
に
も
異
同
が
数
多
く
存
在

す
る
。
た
と
え
ば
戯
曲
で
お
国
と
伊
織
と
の
あ
い
だ
に
は
子
供
が
い
る

が
、
映
画
版
で
は
そ
の
言
及
が
な
い
。
ま
た
映
画
で
は
お
国
と
伊
織
と
の

夫
婦
仲
が
円
満
で
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
こ
の
仇
討
ち
の
形
骸
性
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
戯
曲
で
は
仇
討
ち
か
ら
三
年
が
経
過
し
て
い
る
と
設
定
さ

れ
て
い
る
が
、
映
画
で
は
五
年
と
な
っ
て
い
る11
＊

。
よ
り
重
要
な
の
は
、
原

作
に
あ
っ
た
固
有
名
が
消
し
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
舞
台
で
は
場

所
が
「
野
州
那
須
野
ヶ
原
」
と
特
定
さ
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
た
ち
は
自

ら
の
旅
の
経
路
―
―
広
島
か
ら
出
発
し
、
大
阪
、
京
都
、
江
戸
を
通
り
、

宇
都
宮
で
お
国
が
病
気
と
な
り
二
ヶ
月
間
逗
留
を
し
、
こ
れ
か
ら
白
河
の

関
へ
向
か
う
こ
と
―
―
を
か
な
り
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
だ
が
映
画
で
は

そ
の
よ
う
な
地
名
は
一
切
登
場
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
彼
ら
の
旅
は
抽
象

的
で
寓
意
的
な
も
の
に
な
る
。
そ
の
一
方
、
映
画
で
は
季
節
の
移
ろ
い
が

丁
寧
に
描
か
れ
る
。
前
半
、
二
人
が
休
憩
す
る
峠
の
道
ば
た
で
は
鶯
が
鳴

き
、
旅
籠
の
庭
先
に
は
桜
が
咲
い
て
い
る
。
中
盤
の
橋
の
た
も
と
で
息
を

つ
く
場
面
で
は
油
蝉
が
、
薬
売
り
と
偶
然
再
会
す
る
渡
し
舟
の
場
面
で
は

蜩
が
鳴
く
。
こ
う
し
て
、
春
か
ら
秋
へ
の
時
間
的
推
移
が
明
確
に
現
れ
て

い
る
。

　

だ
が
重
要
な
の
は
台
詞
の
持
つ
機
能
の
変
化
で
あ
る
。
前
半
、
宿
の
二

階
に
床
を
取
っ
た
お
国
と
五
平
と
の
会
話
の
な
か
で
、
お
国
が
「
私
た
ち

は
運
が
悪わ
ろ

う
て
、
幾
年
も
幾
年
も
友
之
丞
に
め
ぐ
り
会
わ
な
ん
だ
ら
、
二

人
と
も
知
ら
ぬ
間
に
年
取
っ
て
、
髪
に
白
毛
も
生
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
、

悲
観
的
な
未
来
予
想
を
述
べ
る
場
面
が
あ
る
。
原
作
に
お
い
て
も
、
お
国

と
五
平
が
同
様
の
台
詞
を
松
の
根
に
腰
掛
け
た
状
態
で
言
う
。
原
作
で
は

さ
ら
に
「
そ
な
た
と
わ
た
し
と
は
、
…
…
…
考
へ
て
み
れ
ば
ほ
ん
に
不
思

議
な
縁
で
は
な
い
か
」11
＊

と
続
き
、
両
者
の
親
密
な
関
係
性
が
強
調
さ
れ
て

い
る11
＊

。
だ
が
成
瀬
は
こ
こ
で
、
お
国
と
五
平
を
襖
で
隔
て
ら
れ
た
二
つ
の

部
屋
に
配
置
し
て
い
る
。
彼
ら
は
視
線
を
交
わ
す
こ
と
も
な
く
、
た
だ
声

の
み
に
よ
っ
て
会
話
を
す
る
。
こ
う
し
た
空
間
処
理
に
よ
っ
て
、
声
は
単

な
る
意
思
疎
通
の
手
段
と
い
う
よ
り
、
境
界
の
侵
犯
と
い
う
機
能
を
帯
び

る
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
指
摘
し
得
る
の
は
、
通
常
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
自
ら

の
心
中
を
吐
露
す
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
の
境
界
が
曖
昧
と
な
り
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
場
面
―
―
「
二
階
の
場
面
」（
シ
ー
ン
35
）、
夜
、

お
国
と
五
平
が
就
寝
前
に
再
び
尺
八
の
音
を
聞
い
た
あ
と
―
―
で
、
お
国

は
「
わ
た
し
は
何
だ
か
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
あ
れ
が
友
之
丞
で
は
な
い
か

と
、
そ
ん
な
気
が
し
て
」
と
口
に
す
る
。
こ
れ
も
わ
ず
か
な
変
更
を
加
え

ら
れ
て
戯
曲
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る1＊

＊

。
だ
が
そ
れ
は
五
平
に
言
っ
た

も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
自
ら
に
向
け
て
発
し
た
も
の
な
の
か
が
曖
昧
と
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形
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な
る
。
発
話
は
、
そ
れ
が
聞
き
届
け
ら
れ
る
自
己
と
他
者
の
境
界
す
ら
も

曖
昧
に
す
る
。

　

尺
八
の
音
も
ま
た
、
空
間
的
お
よ
び
時
間
的
境
界
の
侵
犯
と
い
う
作

品
全
体
の
音
響
演
出
を
補
強
す
る
。
そ
れ
は
室
内
に
い
る
お
国
と
五
平

と
屋
外
の
友
之
丞
と
の
障
壁
を
越
え
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
お
国
の
記

憶
へ
浸
蝕
し
て
い
く
。
実
際
、
お
国
と
五
平
と
の
仇
討
ち
の
旅
の
経
緯
に

つ
い
て
は
、
尺
八
の
音
と
と
も
に
始
ま
る
お
国
の
回
想
場
面
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
音
の
使
用
は
映
画
に
お
い
て
は
常
套
的
な
手
法

─
─
た
と
え
ば
『
愛
の
ア
ル
バ
ム
』（
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
、

一
九
四
一
）
や
『
恐
怖
の
ま
わ
り
道
』（
エ
ド
ガ
ー
・
Ｇ
・
ウ
ル
マ
ー
、

一
九
四
五
）
の
よ
う
に
─
─
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
成
瀬
巳
喜
男
が
後

に
『
杏
っ
子
』（
一
九
五
七
）
で
も
同
じ
よ
う
に
主
人
公
の
平
四
郎
（
山

村
聰
）
の
回
想
を
導
い
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
成
瀬
が
音
と
意
識
の

流
れ
と
の
親
和
性
に
自
覚
的
だ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
る
。

三

－

二　

声
の
呪
縛

　

先
ほ
ど
の
お
国
の
回
想
場
面
に
戻
る
と
、
シ
ナ
リ
オ
で
は
い
っ
た
ん
映

像
が
現
在
─
─
お
国
が
旅
籠
で
身
を
横
た
え
て
い
る
と
こ
ろ
─
─
に
戻
っ

た
ま
ま
、
手
紙
が
お
国
の
声
で
流
さ
れ
る
と
指
定
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り

お
国
が
か
つ
て
自
ら
書
い
た
手
紙
を
想
起
し
て
い
る
よ
う
な
処
理
と
な
る

は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
成
瀬
は
、
友
之
丞
が
手
紙
を
読
む
映
像
に

お
国
を
演
じ
る
木
暮
の
声
を
か
ぶ
せ
て
い
る
（
図
1
）。「
武
士
と
し
て
武

芸
へ
の
御
精
進
も
な
く
、
御
胆
力
も
な
き
友
之
丞
様
を
、
夫
と
お
迎
え
す

る
こ
と
は
、
わ
た
く
し
も
あ
き
ら
め
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
、
お

国
の
残
酷
な
別
れ
の
手
紙
が
、
友
之
丞
の
兇
行
の
契
機
で
あ
る
の
は
間
違

い
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
友
之
丞
を
狂
わ
せ
た
の
は
お

国
の
意
志
で
あ
る
以
上
に
、
彼
女
の
声
そ
れ
自
体
の
よ
う
に
演
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
要
な
変
更
と
思
わ
れ
る
。
映
画
は
、
発
し

た
人
間
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
声
そ
の
も
の
が
人
間
を
呪
縛
す
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
演
出
を
、
成
瀬
は
す
で
に
河

内
仙
介
『
遺
書
』
の
映
画
化
作
品
『
母
は
死
な
ず
』（
一
九
四
二
）
で
試

み
て
い
た
。
須
貝
（
菅
井
一
郎
）
の
妻
（
入
江
た
か
子
）
は
、
自
ら
の
病

気
を
苦
慮
し
、
遺
書
を
残
し
自
害
す
る
。
遺
書
に
は
夫
と
一
人
息
子
へ
の

愛
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
亡
き
妻
の
声
に
よ
っ
て
朗
読
さ
れ
る
の
だ

が
、
遺
書
の
書
面
の
映
像
が
病
院
か
ら
帰
路
に
つ
く
主
人
公
の
姿
に
二
重

写
し
さ
れ
る
。
さ
ら
に
彼
の
背
後
に
見
え
る
街
路
の
風
景
が
ネ
ガ
に
反
転

し
て
い
る
（
図
2
）11
＊

。

　

登
場
人
物
を
呪
縛
す
る
声
の
問
題
は
他
に
も
あ
る
。
友
之
丞
を
殺
し
た

ば
か
り
の
五
平
が
、
死
に
際
に
友
之
丞
の
言
葉
を
脳
裡
で
反
芻
す
る
く
だ

り
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
映
画
に
お

け
る
前
半
の
旅
籠
屋
の
場
面
（
シ
ー
ン
4
～
37
）
が
終
わ
る
と
、
お
国
と

五
平
に
よ
る
移
動
場
面
（
シ
ー
ン
38
～
44
）
と
な
り
、
辻
堂
の
場
面
へ
と

続
く
。
こ
の
場
面
で
は
、
お
国
に
よ
る
果
た
し
状
の
書
面
が
大
写
し
と
な

り
（
図
3
）（
シ
ー
ン
39
）、
そ
こ
に
男
の
声
に
よ
っ
て
文
面
が
読
み
あ
げ
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ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
音
声
は
た
だ
画
面
上
の
文
字
に
従
属
し
て
い
る
か
に

見
え
る
。
だ
が
そ
の
後
、
画
面
は
声
が
流
れ
た
ま
ま
デ
ィ
ゾ
ル
ヴ
で
切
り

か
わ
り
、
道
を
歩
く
お
国
と
五
平
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
。
お
国
と
五
平

と
を
束
縛
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
匿
名
的
な
男
性
の
声
と
い
う
こ
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
妻
の
遺
書
（
女
の
声
）
に
よ
っ
て
束
縛
さ

れ
た
男
性
の
姿
を
描
い
た
『
母
は
死
な
ず
』
に
類
似
し
た
展
開
を
見
せ

て
い
る
。
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
続
く
「
道
」（
シ
ー
ン

40
）
で
は
お
国
の
母
の
「
母
は
、
い
つ
ま
で
も
待
っ
て
い
ま
す
ぞ
」
あ
る

い
は
家
来
た
ち
の
声
「
お
国
ど
の
、
お
殿
様
の
名
誉
の
た
め
に
も
必
ず
仇

を
討
っ
て
来
る
の
だ
」「
見
事
本
懐
と
げ
て
帰
れ
ば
、
貞
女
の
誉
れ
と
輝

い
て
、
後
世
の
亀
鑑
と
な
ろ
う
」
と
い
っ
た
声
が
か
ぶ
さ
る
。
そ
の
無
数

の
声
は
、
最
後
に
は
「
お
国
ど
の
」「
お
国
ど
の
」
と
い
う
執
拗
な
リ
フ

レ
イ
ン
と
な
っ
て
い
く
。
画
面
外
か
ら
響
く
過
去
の
声
は
主
人
公
の
オ
ブ

セ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
同
時
代
に

作
ら
れ
た
一
連
の
フ
ィ
ル
ム
ノ
ワ
ー
ル
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
メ
ロ
ド
ラ
マ
、

た
と
え
ば
『
暴
力
行
為
』（
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
ン
ネ
マ
ン
、
一
九
四
九
）
や
『
風

と
共
に
散
る
』（
ダ
グ
ラ
ス
・
サ
ー
ク
、
一
九
五
六
）
と
比
較
さ
れ
う
る

音
響
活
用
と
い
え
る
。

　

映
画
『
お
国
と
五
平
』
で
は
不
気
味
な
場
面
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
辻

堂
の
場
面
（
シ
ー
ン
45
～
47
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
五
平
は
、
お
国

と
友
之
丞
と
の
過
去
の
関
係
を
お
国
に
問
い
、
反
対
に
お
国
か
ら
叱
責
さ

れ
る
。
長
旅
で
足
を
痛
め
た
お
国
が
倒
れ
た
と
こ
ろ
を
、
五
平
が
抱
き
と

め
る
こ
と
で
、
二
人
は
身
体
的
接
触
を
持
つ
。
だ
が
そ
の
親
密
さ
を
阻
む

か
の
よ
う
に
、
外
で
鈴
が
鳴
る
。
そ
こ
に
は
お
国
の
母
に
酷
似
し
た
巡
礼

者
が
い
る
。
お
国
の
母
と
巡
礼
者
を
演
じ
て
い
る
の
は
ど
ち
ら
も
三
好
栄

子
で
あ
る
（
図
4
、
5
）。
こ
の
巡
礼
者
の
姿
を
依
り
代
と
し
て
、
再
び

画
面
外
の
声
と
な
っ
て
母
親
が
お
国
の
も
と
に
回
帰
す
る
。
む
し
ろ
こ
こ

で
は
順
序
が
逆
で
あ
り
、
母
の
声
（
の
記
憶
）
が
母
の
姿
を
召
喚
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
声
は
強
迫
観
念
と
な
っ
て
登

場
人
物
を
さ
い
な
む
の
で
あ
る
。

四　

剣
の
な
か
で
―
―
劇
中
劇
と
し
て
の
人
形
浄
瑠
璃

四

－

一　

『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
の
「
新
口
村
の
段
」

　

音
声
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
う
ひ
と
つ
重
要
で
あ
る
の
は
伝
統
芸
能

の
音
楽
の
活
用
で
あ
る
。『
お
国
と
五
平
』
で
は
、
小
唄
、
長
唄
、
浄
瑠

璃
な
ど
様
々
な
謡
曲
が
随
所
に
鏤
め
ら
れ
て
い
る
。
芸
人
一
座
が
祝
言
を

あ
げ
る
際
に
は
小
唄
「
つ
ん
つ
ら
つ
ん
」
が
場
面
を
活
気
づ
け
る
。
渡
し

場
の
場
面
（
シ
ー
ン
51
）
で
、
二
人
の
娘
た
ち
が
長
唄
「
月
の
巻
」
を
歌

い
な
が
ら
舞
を
披
露
す
る
。
五
平
が
一
人
で
盆
踊
り
を
見
物
に
行
く
場
面

（
シ
ー
ン
55
）
―
―
彼
は
そ
こ
で
大
工
の
妻
の
自
殺
現
場
に
遭
遇
す
る

―
―
で
は
「
日
光
和
楽
踊
り
」
の
調
べ
が
流
れ
て
い
る11
＊

。
お
国
が
つ
い
に

五
平
に
告
白
す
る
場
面
（
シ
ー
ン
68
）
で
は
、
階
下
か
ら
「
講
中
」
の
人
々

が
団
扇
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
だ
が
、こ
う
し
た
伝
統
音
楽
に
お
い
て
、
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と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
「
人
形
芝
居
」

の
場
面
（
シ
ー
ン
28
）
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
場
面
で
、
お
国
と
五
平
は
、
旅
籠
の
女
中
の
案
内
で
階
下
の
座

敷
で
催
さ
れ
る
人
形
芝
居
を
観
劇
す
る
。
脚
本
で
は
「
四
五
人
の
一
座

が
人
形
を
使
っ
て
い
る
。
／
泊
り
の
客
た
ち
が
坐
っ
て
見
て
い
る
。
／

お
国
と
五
平
も
入
っ
て
き
て
、
見
物
す
る
」
と
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
特

に
そ
れ
以
上
の
指
定
は
な
い
。
だ
が
今
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
無
か
っ

た
が
、
こ
こ
で
の
演
目
は
菅す
が

専せ
ん

助す
け

と
若わ
か

竹た
け

笛ふ
え

躬み

に
よ
る
『
恋
飛
脚
大
和
往

来
』（
一
八
三
〇
）
で
あ
り
、
近
松
門
左
衛
門
に
よ
る
『
冥
途
の
飛
脚
』

（
一
七
一
一
）
の
改
作
で
あ
る11
＊

。
こ
れ
は
飛
脚
問
屋
の
養
子
で
あ
る
忠
兵

衛
が
為
替
金
を
横
領
し
、
新
町
の
遊
女
梅
川
と
と
も
に
、
自
ら
の
生
国
大

和
（
奈
良
）
へ
逃
亡
す
る
と
い
う
世
話
物
と
し
て
名
高
い
。
映
画
で
演
じ

ら
れ
る
の
は
「
新に

の

口く
ち

村む
ら

の
段
」
―
―
忠
兵
衛
が
梅
川
と
と
も
に
故
郷
の
新

口
村
に
帰
り
、
父
の
孫
右
衛
門
と
再
会
し
、
別
れ
を
告
げ
る
場
面
―
―
で

あ
る
。
映
画
中
で
人
形
浄
瑠
璃
が
上
演
さ
れ
る
こ
と
は
、オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
で
も
文
楽
三
ツ
和
会
の
演
者
た
ち
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
は
あ
る
。
た
だ
冒
頭
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、

太
夫
の
竹
本
源
太
夫
（
八
代
目
）、
三
味
線
の
野
沢
市
治
郎
、
梅
川
と
忠

兵
衛
の
主お
も

遣づ
か

い
を
演
じ
た
桐
竹
紋
十
郎
（
二
代
目
）
と
桐
竹
勘
十
郎
（
二

代
目
）
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
当
時
の
資
料
か
ら
他
に
桐
竹
紋
之
助
（
二

代
目
）、
桐
竹
紋
壽
、
桐
竹
紋
二
郎
（
現
・
吉
田
簑
助
）、
桐
竹
紋
彌
が
ノ

ン
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
出
演
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
図
6
）11
＊

。

四

－
二　

「
新
口
村
の
段
」
分
析

　

「
新
口
村
の
段
」
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
（
図
7　

シ
ョ
ッ
ト

1
～
19
）。
女
中
が
お
国
と
五
平
に
向
け
て
、
階
下
で
催
さ
れ
る
人
形
芝

居
を
見
物
し
て
は
ど
う
か
と
述
べ
る
場
面
の
あ
と
、
い
っ
た
ん
画
面
は
庭

先
を
と
ら
え
た
屋
外
シ
ョ
ッ
ト
（
シ
ョ
ッ
ト
1
）
へ
と
切
り
か
わ
る
（
画

面
下
方
の
、
庭
石
に
蹲
踞
す
る
蝦
蟇
蛙
が
不
気
味
だ
）。
そ
の
後
、
太
夫

（
八
代
目
竹
本
源
太
夫
）
と
三
味
線
弾
き
（
五
代
目
野
澤
市
治
郎
）
が
バ

ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
で
と
ら
え
ら
れ
る
（
シ
ョ
ッ
ト
2
）。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト

が
述
べ
た
よ
う
に
、
太
夫
は
「（
果
物
を
搾
る
が
ご
と
く
）
テ
ク
ス
ト
を

搾エ
ク
ス
プ
リ
メ
る
〔
言
い
表
す
〕」11
＊

。

薄す
す
き

尾お

花ば
な

は
な
け
れ
ど
も
、
世
を
忍
ぶ
身
の
後
や
先
、
人
目
を
忍
ぶ

頬
か
む
り
、
隠
せ
ど
色
香
梅
川
が
、
馴
れ
ぬ
旅
路
を
忠
兵
衛
が
、
い

た
わ
る
身
さ
え
雪ゆ
き

風か
ぜ

に
、
凍
え
る
手
先
懐ふ
と
こ
ろに
、
温
め
ら
れ
つ
温
め

つ
、
石い
し

原わ
ら

道み
ち

を
足
び
き
の
、
大
和
は
こ
こ
ぞ
故ふ
る

郷さ
と

の
、
新
口
村
に
着

き
け
る
が
。11
＊

　

忠
兵
衛
と
梅
川
が
、
頬
被
り
で
人
目
に
付
か
ぬ
よ
う
警
戒
し
、
吹
雪
の

な
か
手
を
取
り
合
い
新
口
村
へ
た
ど
り
着
く
ま
で
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
後

浄
瑠
璃
で
は
、
忠
兵
衛
が
旧
友
忠
三
郎
家
を
訪
問
す
る
く
だ
り
が
語
ら
れ

る
が
（
忠
三
郎
は
留
守
で
彼
の
妻
が
応
対
し
、
新
口
村
に
も
二
人
の
噂
が

広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
相
手
が
当
人
た
ち
と
は
知
ら
ぬ
ま
ま
に
教
え
る
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く
だ
り
）、
こ
れ
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。「
新
口
村
の
段
」
の
最
高
潮
と
い

え
る
、
忠
兵
衛
と
父
孫
右
衛
門
と
の
再
会
も
映
画
で
は
描
か
れ
な
い
（
前

半
の
ク
ド
キ
の
み
が
上
演
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。

　

太
夫
と
三
味
線
弾
き
に
つ
づ
い
て
、
切
り
返
し
で
そ
れ
を
座
敷
で
聞
き

入
る
観
衆
の
様
子
が
映
し
出
さ
れ
る
。
左
手
前
に
太
夫
、
彼
の
前
に
置
か

れ
た
見
台
が
見
え
る
（
シ
ョ
ッ
ト
3
）。
太
夫
が
「
世
を
忍
ぶ
身
の
」
と

歌
い
始
め
る
と
、
観
衆
が
一
斉
に
視
線
を
左
に
向
け
る
。
こ
う
し
て
彼
ら

の
視
線
の
先
（
画
面
外
）
で
何
か
が
出
現
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
場
面
が

切
り
か
わ
り
、
広
間
奥
に
据
え
ら
れ
た
キ
ャ
メ
ラ
に
よ
る
全
景
シ
ョ
ッ
ト

に
よ
っ
て
、
忠
兵
衛
の
登
場
が
明
ら
か
と
な
る
（
シ
ョ
ッ
ト
4
）。
成
瀬

映
画
に
お
い
て
は
、
人
物
の
視
線
の
方
向
変
化
に
よ
っ
て
他
の
人
物
の
位

置
関
係
の
変
化
が
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
位
置
移
動
が

心
情
の
動
き
と
連
動
す
る
こ
と
が
多
い
。
視
線
移
動
と
空
間
運
動
と
の
緊

密
な
連
繋
に
よ
っ
て
人
物
の
心
の
動
き
を
す
く
い
上
げ
る
演
出
は
、
き
わ

め
て
成
瀬
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

全
景
シ
ョ
ッ
ト
（
シ
ョ
ッ
ト
4
）
に
戻
る
と
、
こ
こ
で
聴
衆
た
ち
は
画

面
下
に
追
い
や
ら
れ
、
画
面
中
央
奥
に
据
え
ら
れ
た
屏
風
が
大
き
く
画
面

を
占
め
る
。
雪
景
色
が
描
か
れ
た
屏
風
は
、
物
語
の
舞
台
が
雪
の
降
る
銀

世
界
―
―
忠
兵
衛
の
故
郷
で
あ
る
大
和
―
―
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
忠
兵

衛
（
主お

も

遣づ
か

い
の
二
代
目
桐
竹
勘
十
郎
）
が
、
左
側
の
障
子
（
下し
も

手て

）
よ
り

現
れ
る
。
あ
た
り
を
見
回
し
た
忠
兵
衛
は
振
り
返
り
、
下
手
に
向
け
て
手

招
き
す
る
。「
人
目
を
忍
ぶ
頬
か
む
り
、
隠
せ
ど
色
香
梅
川
が
」
に
よ
っ

て
梅
川
登
場
が
予
告
さ
れ
る
。
キ
ャ
メ
ラ
は
よ
り
近
く
に
置
き
直
さ
れ
、

梅
川
（
主
遣
い
の
桐
竹
紋
十
郎
）
が
下
手
か
ら
現
れ
る
さ
ま
を
と
ら
え
る

（
シ
ョ
ッ
ト
５

－

１
）。
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
ま
た
別
の
登
場
の
瞬
間
を

も
と
ら
え
て
い
る
。
梅
川
は
忠
兵
衛
の
そ
ば
に
来
る
が
、
い
っ
た
ん
下
手

へ
と
戻
る
。
キ
ャ
メ
ラ
も
そ
の
姿
を
追
っ
て
、
左
か
ら
右
、
右
か
ら
左
に

パ
ン
す
る
（
キ
ャ
メ
ラ
が
動
く
の
は
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
み
）。
そ
し
て
左

に
パ
ン
し
た
と
き
、
画
面
背
後
の
障
子
越
し
に
、
女
中
に
案
内
さ
れ
て
現

れ
た
お
国
と
五
平
の
姿
を
と
ら
え
る
（
シ
ョ
ッ
ト
５

－

２
）。
そ
の
と
き

舞
台
で
は
「
馴
れ
ぬ
旅
路
を
忠
兵
衛
が
、
い
た
わ
る
身
さ
え
雪
風
に
」
と

い
う
歌
詞
に
さ
し
か
か
り
道
行
き
の
過
酷
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
お
国
と
五
平
が
座
敷
の
最
奥
に
座
し
て
以
降
（
シ
ョ
ッ
ト

6
）、
画
面
は
切
り
返
し
に
よ
っ
て
人
形
浄
瑠
璃
と
そ
れ
を
見
る
二
人
を

交
互
に
つ
な
ぐ
。
シ
ー
ン
の
中
心
が
お
国
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
女
の
バ

ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
が
四
つ
存
在
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
シ
ョ
ッ

ト
8
、
13
、
16
、
18
）。
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
は
左
奥
に
五
平
も
見
え
る

が
、
彼
に
焦
点
は
合
っ
て
い
な
い
。
ま
た
も
う
一
方
の
中
心
が
人
形
浄

瑠
璃
で
あ
る
こ
と
も
、
同
じ
く
シ
ョ
ッ
ト
が
四
つ
存
在
し
て
い
る
こ
と

か
ら
分
か
る
（
シ
ョ
ッ
ト
7
、
9
、
14
、
17
）。
つ
ま
り
こ
の
シ
ー
ン
で

は
、
お
国
と
人
形
浄
瑠
璃
と
の
関
係
、
具
体
的
に
は
お
国
の
視
線
が
重
要

に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
（
シ
ョ
ッ
ト

7
→
8
→
9
、
お
よ
び
16
→
17
→
18
）
で
確
認
で
き
る
。
後
半
の
切
り
返

し
に
お
い
て
は
、
梅
川
と
忠
兵
衛
と
の
台
詞
の
応
酬
が
語
ら
れ
て
い
る
。
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あ
た
か
も
お
国
と
忠
兵
衛
と
が
対
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与

え
、
お
国
自
身
が
『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
の
人
物
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
て
く
る
。

「
こ
れ
も
し
忠
兵
衛
様
。
ほ
ん
に
こ
こ
は
剣
の
な
か
。
こ
う
し
て
い

て
も
大
事
な
い
か
え
」

「
あ
あ
、
い
や
い
や
。
男
気
な
忠
三
郎
。
頼
ん
で
今
夜
は
こ
こ
に
泊

ま
り
、
死
ぬ
る
と
も
故
郷
の
土
。
生
み
の
母
の
墓
ど
こ
ろ
。
一
緒
に

埋
ま
れ
、
そ
な
た
に
も
」11
＊

　

梅
川
の
台
詞
「
剣
の
な
か
」
は
、
雪
の
山
林
を
指
す
が
、
捜
索
す
る
飛

脚
問
屋
た
ち
に
よ
っ
て
捕
縛
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
二
人
の
境
遇
の
暗
喩

で
も
あ
る
。
そ
れ
に
答
え
て
、
忠
兵
衛
は
忠
三
郎
へ
の
信
頼
を
語
り
、
た

と
え
こ
こ
で
死
ん
で
も
、
故
郷
の
土
と
な
り
母
の
墓
と
と
も
に
埋
れ
る
だ

ろ
う
と
述
べ
る
。「
そ
な
た
に
も
」
の
後
に
は
「
嫁
姑
と
引
き
合
わ
せ
、

未
来
の
対
面
さ
せ
た
い
」
と
続
き
、
あ
の
世
で
梅
川
を
死
ん
だ
母
親
に
面

会
さ
せ
よ
う
と
す
る
願
い
と
な
る
。『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
で
は
、
極
寒

の
な
か
捜
索
か
ら
逃
れ
て
、
男
の
郷
里
へ
と
向
か
う
男
女
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
自
ら
の
恋
愛
と
帰
郷
を
願
う
お
国
た
ち
の
心
の
動
揺
が
認

め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
お
国
が
抱
い
て
い
る
の
は
、
愛
に
よ
っ
て
社
会
の

埒
外
へ
と
放
逐
さ
れ
た
男
女
へ
の
共
感
で
あ
ろ
う
。
劇
中
劇
と
い
え
る
こ

こ
で
の
人
形
浄
瑠
璃
は
、
明
ら
か
に
彼
女
の
境
遇
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い

る
。
梅
川
に
同
一
化
す
る
お
国
の
心
理
を
、
成
瀬
は
切
り
返
し
に
よ
る
演

出
で
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
。11
＊

四

－

三　

視
線
に
よ
る
人
物
の
同
一
化
と
疎
外

　

成
瀬
は
人
形
芝
居
に
先
立
つ
場
面
で
も
、
お
国
の
心
理
を
視
線
演
出
で

描
い
て
い
る
。
お
国
と
五
平
が
城
下
町
の
旅
籠
に
投
宿
す
る
「
旅
籠
の
一

室
」（
シ
ー
ン
5
）に
お
い
て
、ト
書
き
に
は「
旅
装
を
と
い
て
窓
際
に
立
ち
、

じ
っ
と
城
に
見
入
っ
て
い
る
お
国
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
成

瀬
は
こ
れ
を
、
お
国
が
二
階
の
窓
か
ら
花
見
帰
り
の
夫
婦
と
そ
の
子
供
を

注
視
す
る
場
面
へ
と
変
更
し
て
い
る
。
お
国
は
彼
ら
を
見
て
、
何
か
を
切

望
す
る
よ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
る
（
図
8
、
9
、
10
、
11
）。
彼
女
が
他

人
の
家
族
の
団
欒
に
自
ら
の
願
望
を
投
影
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も

う
一
つ
例
を
挙
げ
よ
う
。
お
国
と
五
平
が
旅
籠
を
出
て
（
こ
の
直
前
に
お

国
だ
け
は
友
之
丞
と
再
会
し
て
い
る
）、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
芒
の

原
へ
と
向
か
う
途
中
の
屋
外
で
の
場
面
が
あ
る
。「
山
」（
シ
ー
ン
82
）
と

書
か
れ
た
こ
の
場
面
は
、
ト
書
き
に
は
「
二
人
の
間
に
何
か
気
づ
ま
り
な

距
離
を
お
い
て
お
国
と
五
平
が
下
り
て
行
く
。
／
尺
八
の
音
、
聞
こ
え
つ

づ
け
る
」
と
指
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
成
瀬
は
こ
こ
に
畦
道
を
行
く
嫁
入

り
行
列
を
追
加
し
て
い
る（
図
12
、
13
、
14
）。馬
上
の
白
無
垢
の
花
嫁
を
、

お
国
は
凝
視
す
る
。
お
国
と
五
平
が
す
で
に
性
的
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
こ
の
視
線
か
ら
は
、
お
国
の
正
統
な
婚
姻
へ
の
願
望
が

見
て
と
れ
る
。
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成
瀬
は
し
ば
し
ば
、
眼
差
し
が
そ
の
人
物
の
欲
望
を
露
呈
さ
せ
る
瞬
間

を
描
い
て
き
た
。『
妻
よ
薔
薇
の
や
う
に
』（
一
九
三
五
）
に
お
い
て
、
主

人
公
の
母
で
歌
人
の
悦
子
（
伊
藤
智
子
）
が
、
帰
宅
途
中
で
見
た
感
動
的

な
子
連
れ
の
夫
婦
の
姿
を
君
子
の
恋
人
（
大
川
平
八
郎
）
に
話
し
て
聞
か

せ
る
。
ナ
ラ
タ
ー
ジ
ュ
と
呼
ば
れ
る
手
法
が
駆
使
さ
れ
る
こ
と
で
も
知
ら

れ
る
こ
の
シ
ー
ン
で
、
悦
子
は
、
子
供
が
転
ん
で
切
れ
た
鼻
緒
を
母
親
が

ハ
ン
カ
チ
を
裂
い
て
挿
げ
た
の
だ
と
語
る
。
こ
こ
で
は
夫
と
別
居
生
活
を

し
て
い
る
妻
の
視
点
か
ら
、
余
所
の
親
子
が
理
想
化
さ
れ
て
い
る
。『
め

し
』
後
半
に
お
け
る
原
節
子
の
視
線
は
、『
め
し
』
と
『
お
国
と
五
平
』

の
連
続
性
が
、「
幸
福
の
追
求
」
と
い
う
主
題
と
と
も
に
演
出
に
お
い
て

も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
姪
の
里
子
（
島
崎
雪
子
）
を
親

元
に
送
り
届
け
た
あ
と
、
川
辺
を
歩
く
シ
ー
ン
で
は
恋
人
た
ち
が
現
れ

る
。
背
後
か
ら
取
ら
れ
た
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
無
意
識
的
に
そ

う
し
た
存
在
に
視
線
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る11

＊

。

　

だ
が
他
方
、
お
国
が
見
ら
れ
る
人
、
す
な
わ
ち
他
者
の
視
線
に
曝
さ
れ

る
存
在
で
も
あ
る
こ
と
も
ま
た
冒
頭
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
お
国
と
五
平

が
山
道
を
歩
く
場
面
（
シ
ー
ン
1
）
で
は
、
す
れ
違
う
通
り
す
が
り
の
旅

人
た
ち
か
ら
二
人
が
好
奇
の
視
線
を
送
ら
れ
る
さ
ま
が
三
度
繰
り
返
さ
れ

る
（
図
15
、
16
、
17
）。
脚
本
で
は
お
国
の
旅
装
束
の
汚
れ
と
、
重
い
足

取
り
の
み
が
指
定
さ
れ
、
道
行
く
人
々
か
ら
送
ら
れ
る
視
線
に
つ
い
て
は

指
定
が
な
い
。こ
こ
に
も
成
瀬
独
自
の
視
線
演
出
が
見
出
せ
る
。『
乱
れ
雲
』

に
お
い
て
は
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
三
島
（
加
山
雄
三
）
は
、
宴
会
の
席

で
自
分
を
見
な
が
ら
噂
話
を
し
て
い
る
上
司
た
ち
の
姿
に
耐
え
ら
れ
ず
、

宴
会
を
中
座
す
る
。
ま
た
十
和
田
湖
畔
で
、
不
意
の
雨
に
打
た
れ
、
由
美

子
と
雨
宿
り
を
す
る
と
き
、
二
人
を
眺
め
る
地
元
の
男
た
ち
の
視
線
に
い

ら
だ
ち
を
隠
せ
な
い
。
彼
ら
は
他
者
の
視
線
に
対
し
て
敏
感
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
物
語
か
ら
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
『
浮

雲
』
冒
頭
の
高
峰
秀
子
─
─
本
能
的
に
身
を
守
ろ
う
と
で
も
す
る
か
の
よ

う
に
周
囲
に
視
線
を
送
る
─
─
や
、『
女
の
中
に
い
る
他
人
』（
一
九
六
六
）

冒
頭
の
小
林
桂
樹
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
成
瀬
の
映
画
で
他
者
の
視
線

へ
の
怯
え
は
あ
る
一
貫
し
た
系
譜
を
形
作
っ
て
い
る
。

　

人
形
浄
瑠
璃
の
場
面
で
お
国
が
視
線
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
旅
籠
の

二
人
の
女
中
が
彼
女
を
見
な
が
ら
何
や
ら
会
話
を
す
る
姿
（
シ
ョ
ッ
ト

11
→
12
→
13
）
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
が
何
を
話
し
て
い

る
の
か
は
聞
こ
え
な
い
。
し
か
し
お
国
の
表
情
か
ら
は
、
彼
女
た
ち
が
自

分
と
五
平
と
の
関
係
を
穿
鑿
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が

読
み
取
れ
る
。
こ
の
場
面
は
見
る
こ
と
と
見
ら
れ
る
こ
と
の
相
互
的
束
縛

に
よ
っ
て
身
動
き
の
と
れ
な
く
な
っ
た
主
人
公
を
描
い
て
い
る
。

五　

人
形
浄
瑠
璃
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想
像
力

　
　

―
―
『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
と
の
間
テ
ク
ス
ト
性

五

－

一　

内
田
吐
夢
の
人
形
浄
瑠
璃
の
映
画
的
再
創
造

　

『
お
国
と
五
平
』
に
お
け
る
『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
の
上
演
。
そ
れ
は
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一
方
で
、
こ
の
映
画
を
『
紅
葉
狩
』（
柴
田
常
吉
、
一
八
九
九
）
に
始
ま

る
伝
統
芸
能
の
映
画
再
現
の
系
譜
に
連
な
ら
せ
る
。
他
方
で
、
そ
れ
は
こ

の
映
画
を
成
瀬
の
フ
ィ
ル
モ
グ
ラ
フ
ィ
に
お
け
る「
芸
道
も
の
」―
―『
桃

中
軒
雲
右
衛
門
』（
一
九
三
六
）、『
鶴
八
鶴
次
郎
』（
一
九
三
八
）、『
歌
行

燈
』（
一
九
四
三
）、『
芝
居
道
』（
一
九
四
四
）
―
―
の
流
れ
に
位
置
づ
け

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
内
田
吐
夢
監
督
の
『
浪
花
の
恋

の
物
語
』（
一
九
五
九
）
と
比
較
し
て
み
た
い
。

　
『
浪
花
の
恋
の
物
語
』は
、『
冥
途
の
飛
脚
』お
よ
び『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』

に
基
づ
く
時
代
劇
で
あ
る
。
忠
兵
衛
を
中
村
錦
之
助
、
梅
川
を
有
馬
稲
子

が
演
じ
て
い
る
。だ
が
こ
れ
は
人
形
浄
瑠
璃
の
単
純
な
映
画
化
で
は
な
い
。

近
松
門
左
衛
門
（
片
岡
千
恵
蔵
）
自
身
が
映
画
に
登
場
し
、
作
品
の
題
材

と
な
っ
た
事
件
の
一
部
始
終
を
見
届
け
る
。
映
画
は
梅
川
忠
兵
衛
の
物
語

と
並
行
し
て
、
近
松
が
そ
れ
を
作
品
と
し
て
昇
華
し
て
い
く
過
程
を
も
描

い
て
い
る
。

　
『
お
国
と
五
平
』
で
梅
川
の
主
遣
い
を
演
じ
た
二
代
目
桐
竹
紋
十
郎
が
、

『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
に
お
い
て
人
形
浄
瑠
璃
の
場
面
を
担
当
し
て
い
る

と
い
う
事
実
も
両
作
品
の
接
点
と
な
る
。
だ
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、『
浪

花
の
恋
の
物
語
』
に
お
い
て
も
「
新
口
村
の
段
」
―
―
『
お
国
と
五
平
』

で
上
演
さ
れ
た
の
と
全
く
同
じ
場
面
―
―
が
映
像
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
本
の
映
画
は
、
同
一
の
人
形
浄
瑠
璃
の
上
演
（
と

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を
介
し
て
間
テ
ク
ス
ト
的
関
係
を
形
成
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
『
浪
花
の
恋
の
物
語
』の「
新
口
村
の
段
」は
、こ
の
映
画
の
白
眉
で
あ
る
。

こ
の
場
面
が
と
り
わ
け
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
る
と
し
た
ら
、
ひ
と
え
に
内

田
の
特
異
な
演
出
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
近
松
は
、
忠
兵
衛
と
梅
川
が
、

忠
兵
衛
の
故
郷
で
あ
る
新
口
村
で
捕
縛
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
彼
は
、
忠

兵
衛
は
死
刑
、
梅
川
は
遊
女
に
逆
戻
り
と
い
う
二
人
の
不
幸
な
末
路
を
思

う
。
そ
し
て
「
わ
し
の
筆
は
そ
こ
ま
で
不
人
情
に
は
な
れ
へ
ん
。
舞
台
の

上
で
は
…
…
」
と
呟
き
、
い
っ
た
ん
言
葉
を
切
る
。
筆
を
取
っ
た
ま
ま
虚

空
を
凝
視
す
る
千
恵
蔵
の
顔
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
（
図
18
）。
突
如
と
し

て
拍
子
木
の
音
が
響
き
わ
た
る
と
画
面
が
暗
転
、
闇
か
ら
忠
兵
衛
と
梅
川

─
─
頬
被
り
を
し
た
錦
之
助
と
有
馬
─
─
が
登
場
す
る
（
図
19
）。
直
前

の
聾
唖
の
老
婆
の
小
屋
に
潜
伏
し
て
い
た
と
き
の
俏や
つ

し
た
姿
（
図
20
）
と

は
打
っ
て
変
わ
り
、
端
麗
な
装
束
で
あ
る
。
女
性
の
声
で
歌
わ
れ
る
「
新

口
村
の
段
」に
乗
せ
、
二
人
は
無
言
で
舞
う
。
背
景
ら
し
き
も
の
は
な
く
、

一
張
の
傘
を
さ
し
た
立
ち
姿
は
虚
空
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。「
世
を
忍

ぶ
身
の
後
や
先
」
ま
で
さ
し
か
か
る
と
、
暗
闇
と
思
わ
れ
た
暗
幕
が
切
っ

て
落
と
さ
れ
、
雪
降
る
新
口
村
が
出
現
す
る
（
図
21
）。
だ
が
そ
れ
は
い

か
に
も
書
き
割
り
然
と
し
て
お
り
、
雪
も
作
り
物
で
あ
る
。
後
に
内
田
の

『
宮
本
武
蔵
』（
一
九
六
一
）
な
ど
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
る
キ
ャ
メ
ラ

マ
ン
坪
井
誠
に
よ
る
長
回
し
撮
影
は
、
シ
ネ
マ
ス
コ
ー
プ
の
広
が
り
と
緩

や
か
な
移
動
を
駆
使
し
な
が
ら
約
二
分
三
十
秒
続
く
。
そ
の
華
麗
な
色
彩

も
相
俟
っ
て
、
映
画
は
舞
台
の
人
工
性
を
隠
そ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ

を
誇
示
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。
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こ
の
場
面
は
、
音
楽
、
人
物
、
背
景
の
順
で
舞
台
装
置
が
揃
っ
て
い

く
。
さ
な
が
ら
そ
れ
は
女
の
歌
声
が
触
媒
と
な
っ
て
場
面
が
自
己
生
成
を

遂
げ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
近
松
の
脳
裡
に
お
け

る
創
作
プ
ロ
セ
ス
の
可
視
化
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
い
っ
と
き
の

間
、
現
実
と
虚
構
の
境
界
が
消
滅
し
、
ま
さ
し
く
「
虚
実
皮
膜
の
あ
わ

い
」
が
顕
現
す
る
。
内
田
吐
夢
は
、『
蘆あ
し

屋や

道ど
う

満ま
ん

大お
お

内う
ち

鑑か
が
み』（
一
七
三
四
）

に
基
づ
く
『
恋
や
恋
な
す
な
恋
』（
一
九
六
二
）
に
お
い
て
、
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
合
成
ま
で
を
も
駆
使
す
る
こ
と
で
、
映
画
に
お
け
る
現
実
と
虚
構

の
融
解
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
。
夢
と
現
、
現
実
と
舞
台
と
の
渾
然
一
体

こ
そ
、
内
田
流
の
人
形
浄
瑠
璃
の
世
界
で
あ
る1＊
＊

。
マ
ッ
ク
ス
・
オ
フ
ュ
ル

ス
の
『
輪
舞
』（
一
九
五
〇
）
や
『
快
楽
』（
一
九
五
二
）
を
彷
彿
と
さ
せ

る
、
こ
う
し
た
流
麗
な
長
回
し
に
よ
っ
て
、
映
画
の
場
面
全
体
が
、
近
松

の
人
形
浄
瑠
璃
の
世
界
と
同
化
す
る
。
内
田
は
映
画
に
よ
っ
て
人
形
浄
瑠

璃
を
再
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

－

二�　
「
過
剰
さ
」と「
強
調
さ
れ
た
演
劇
化
の
ひ
と
つ
の
モ
ー

ド
」

　

『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
と
い
う
映
画
は
、
こ
の
「
新
口
村
の
段
」
の
場

面
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
全
く
別
の
モ
ー
ド
、
人
工
的
で
演
劇
的
、

壮
麗
で
幻
想
的
な
モ
ー
ド
に
移
行
し
て
い
る
。
そ
れ
を
何
と
呼
ぶ
べ
き

か
。
そ
れ
は
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
モ
ー
ド
に
他
な
ら
な
い
。
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
は

近
代
西
洋
演
劇
に
お
け
る
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
と
り
わ
け
一
八
世
紀
か

ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
ロ
マ
ン
主
義
全
盛
期
に
開
花
し
た
。
感
情
過
多

な
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
様
式
は
「
芝
居
が
か
り
」
と
し
て
嫌
忌
さ
れ
も
し
た

が11
＊

、
そ
の
一
方
、
映
画
が
諸
芸
術
の
表
現
形
式
を
横
領
す
る
こ
と
で
大
衆

性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
き
、
様
式
と
し
て
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
は
新
た
な
沃

野
を
見
出
し
た
と
い
え
る
。
と
は
い
え
メ
ロ
ド
ラ
マ
が
映
画
に
継
承
さ
れ

た
と
い
う
場
合11
＊

、
お
そ
ら
く
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
映
画
で
あ
ろ
う
。
だ
が
日
本
映
画
は
、
一
方
で
先
行

す
る
歌
舞
伎
、
新
派
劇
、
見
世
物
な
ど
を
摂
取
し
、
さ
ら
に
他
方
で
そ
の

「
文
化
的
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
性11
＊

」
で
欧
米
映
画
か
ら
題
材
や
ス
タ
イ
ル
を
混

淆
さ
せ
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
成
瀬
自
身
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
（『
ボ

レ
ロ
』
ウ
ェ
ズ
リ
ー
・
ラ
ッ
グ
ル
ズ
、
一
九
三
四
）
を
発
想
源
と
す
る
短

編
小
説
か
ら「
芸
道
も
の
」映
画
を
監
督
し（『
鶴
八
鶴
次
郎
』）、ハ
リ
ウ
ッ

ド
映
画
に
匹
敵
す
る
洗
練
を
達
成
し
て
い
る11

＊

。
そ
う
し
た
歴
史
を
鑑
み
た

と
き
、
人
形
浄
瑠
璃
を
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
が
「
報
道
、
正
統
演
劇
、
オ
ペ

ラ
、
絵
画
、
詩
、
歌
謡
、
大
衆
小
説
を
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
と
し
て
（
乱
雑
に
）
利
用
し
た
ひ
と
つ
の
間
テ
ク

ス
ト
的
な
形
式
」11
＊

な
の
だ
と
す
れ
ば
、「
文
楽
と
歌
舞
伎
と
が
交
流
を
重

ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
度
を
高
め
て
い
っ
た
作
品
の
ひ
と
つ
」11
＊

で
あ
る

『
冥
途
の
飛
脚
』
お
よ
び
改
作
『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
─
─
さ
ら
に
そ
の

映
画
と
の
間
テ
ク
ス
ト
的
、
と
い
う
よ
り
間
メ
デ
ィ
ア
的
「
交
流
」
─
─

を
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
系
譜
上
に
置
く
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
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一
九
七
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想
像
力
』
の
序
文
に
お

い
て
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
こ
の
書
物
は
「
過
剰
さ
（excess

）

に
つ
い
て
」
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、「
近
代
小
説
の
表シ
グ
ニ
フ
ァ
イ

明
＝
意
味
す
る
こ

と
の
努
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
、
強
調
さ
れ
た
演
劇
化
の
ひ
と
つ
の

モ
ー
ド
（a m

ode of heightened dram
atization

）
に
つ
い
て
」11
＊

論
じ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
メ
ロ
ド
ラ
マ
演
劇
隆
盛

を
革
命
以
後
の
聖
性
喪
失
と
社
会
体
制
の
崩
壊
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
が

ら
、
近
代
以
降
、
悲
劇
に
代
わ
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
メ
ロ
ド
ラ
マ
が
確
立

し
て
い
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
全
体
像
が
提
示
さ
れ
た

第
一
章
に
続
き
、
第
二
章
「
驚
き
の
美
学
」
で
は
、
ギ
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・

ピ
ク
セ
レ
ク
ー
ル
の
演
劇
を
手
が
か
り
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
演
劇
の
特
色
が
整

理
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
の
論
旨
を
要
約
す
れ
ば
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
演
劇
と

は
美
徳
を
体
現
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
（
人
物
造
形
）、
主
人
公
に
課
せ
ら
れ
た

極
端
な
苦
痛
や
苦
悩
（
状
況
設
定
）、
舞
台
装
置
な
ど
の
視
覚
効
果
の
活

用
（
視
覚
性
）、
そ
し
て
音
楽
の
活
用
（
聴
覚
性
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
結
論
と
し
て
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
は
表
現
主
義
の
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
特
徴
づ
け
る
の
が
一
番
い
い
か
も
し
れ
な
い
。（
略
）
メ
ロ

ド
ラ
マ
は
、
敢
え
て
定
義
す
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
想
像
力
を
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
」11
＊

と
結
論
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
は
、『
浪
花
の
恋
の
物
語
』

の
梅
川
（
人
物
造
形
）、
忠
兵
衛
の
苦
痛
と
苦
悩
（
状
況
設
定
）、
そ
し
て

新
口
村
の
段
に
お
け
る
劇
的
な
造
形
性
（
視
覚
性
と
聴
覚
性
）
と
す
べ
て

き
れ
い
に
当
て
は
ま
る
。
ま
さ
に
こ
こ
で
は
「
過
剰
さ
」
と
「
強
調
さ
れ

た
演
劇
化
の
一
つ
の
モ
ー
ド
」
が
支
配
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

『
お
国
と
五
平
』
に
戻
り
、
こ
こ
で
の
人
形
浄
瑠
璃
の
場
面
を
検
討
し

て
み
る
。
す
る
と
明
ら
か
に
な
る
の
は
、こ
こ
で
は
『
浪
花
の
恋
の
物
語
』

に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
、「
過
剰
さ
」
や
「
強
調
さ
れ
た
演
劇
化
の

一
つ
の
モ
ー
ド
」
が
一
切
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
田
一

夫
に
よ
る
端
正
な
撮
影
は
、
視
覚
的
な
過
剰
さ
を
周
到
に
遠
ざ
け
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
内
田
が
大
が
か
り
に
再
現
し
た
雪
舞
台
は
た
っ
た
一
枚

の
屏
風
に
よ
っ
て
そ
っ
け
な
く
暗
示
さ
れ
る
。
上
演
の
模
様
は
劇
的
な
効

果
が
付
加
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
る
で
三
ツ
和
会
の
演
者
た
ち
を
と
ら
え

た
記
録
映
画
の
よ
う
に
、
淡
々
と
フ
ィ
ル
ム
に
定
着
さ
れ
て
い
る
。『
恋

飛
脚
大
和
往
来
』
を
知
ら
ぬ
者
か
ら
す
れ
ば
、
何
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
の

か
さ
え
分
か
ら
ず
、
結
局
こ
の
場
面
全
体
が
物
語
の
無
意
味
な
停
滞
と
さ

え
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
、『
お
国
と
五
平
』
の

人
形
芝
居
の
場
面
は
人
形
浄
瑠
璃
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
性
を
映
画
と
し
て
十
分

に
昇
華
で
き
て
い
な
い
失
敗
例
で
あ
ろ
う
か
。

五

－

三　

「
恥
ず
か
し
い
演
劇
」

　
『
お
国
と
五
平
』
と
『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
に
お
け
る
「
新
口
村
の
段
」

を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
す
る
と
き
、
後
者
は
そ
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
モ
ー
ド
と
し

て
模
範
的
成
功
を
収
め
て
お
り
、
前
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
だ
が
、『
浪

花
の
恋
の
物
語
』
は
、
そ
の
成
功
を
代
償
と
し
て
人
形
浄
瑠
璃
の
決
定
的

な
何
か
を
犠
牲
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
成
功
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を
遠
ざ
け
、
一
見
失
敗
に
も
見
え
か
ね
な
い
成
瀬
の
試
み
に
、
人
形
浄
瑠

璃
の
映
画
化
に
お
け
る
別
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

成
瀬
に
あ
り
内
田
に
な
い
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
太
夫
と
三
味
線
の
存
在

で
あ
る
。
成
瀬
は
こ
の
シ
ー
ン
を
二
人
の
バ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
で
始
め
て
い

た
。
つ
ま
り
シ
オ
ン
の
分
類
上
こ
こ
で
音
声
は
「
イ
ン
」
で
あ
る
。
一
方
、

『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
に
お
い
て
音
声
は
画
面
外
、
お
そ
ら
く
「
オ
フ
」

で
あ
る
。
そ
の
た
め
映
画
世
界
全
体
を
太
夫
の
声
が
支
配
し
、
人
形
浄
瑠

璃
と
映
画
の
あ
い
だ
の
距
離
は
無
化
さ
れ
、
私
た
ち
は
映
画
世
界
に
完
全

に
取
り
込
ま
れ
る
。

　

も
う
一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
、『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
で
は
、
人
形
浄

瑠
璃
の
「
人
形
」
と
い
う
身
体
の
人
工
性
も
意
味
を
失
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
生
身
の
人
間
と
切
れ
目
な
く
連
続
し
て
い
る
。
最
後
、
ふ
た
た
び
「
新

口
村
の
段
」
の
上
演
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
梅
川
役
の
有
馬
稲
子
の

舞
姿
か
ら
画
面
が
デ
ィ
ゾ
ル
ヴ
で
梅
川
の
人
形
に
切
り
替
わ
る
。
す
な
わ

ち
、
完
成
さ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
『
冥
途
の
飛
脚
』
上
演
へ
転
換
し
て
い
く
。

こ
の
映
画
の
近
松
の
想
像
裡
で
は
人
間
と
人
形
の
差
異
は
存
在
し
な
い
。

要
す
る
に
、
こ
の
映
画
で
は
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
世
界
の
構
築
の
代
償
と
し

て
、
人
形
（
お
よ
び
人
形
遣
い
）
そ
し
て
太
夫
と
三
味
線
と
い
う
人
形
浄

瑠
璃
の
前
提
が
西
洋
演
劇
に
変
換
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
『
浪
花
の
恋

の
物
語
』
の
人
形
浄
瑠
璃
は
西
洋
演
劇
に
限
り
な
く
接
近
し
て
い
く
。
だ

が
そ
の
と
き
人
形
浄
瑠
璃
の
特
性
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

　

「
私
た
ち
の
〔
西
洋
の
〕
舞
台
芸
術
に
お
い
て
、
役
者
は
行
動
す
る

ふ
り
を
す
る
が
、
そ
の
行
為
は
身
ぶ
り
に
す
ぎ
な
い
。
舞
台
上
に
は
演

劇
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
恥
ず
か
し
い
演
劇
（du théâtre 

honteux

）
な
の
で
あ
る
」11
＊

。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
に

『
記
号
の
国
』
を
上
梓
し
た
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
人
形

浄
瑠
璃
（
文
楽
）
に
お
け
る
人
形
、
人
形
遣
い
、
太
夫
の
声
を
切
り
離
さ

れ
た
三
つ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
み
な
し
、
そ
こ
に
西
洋
演
劇
と
は
異
な

る
「
距
離
の
効
果
」
―
―
ブ
レ
ヒ
ト
の
異
化
効
果
に
由
来
し
て
い
る
―
―

を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
舞
台
は
西
洋
の
俳
優
が
陥
る
「
声
と
身
ぶ

り
と
の
、
魂
と
身
体
と
の
換
喩
的
感
染
」1＊
＊

を
免
れ
る
。
バ
ル
ト
の
述
べ
る

「
恥
ず
か
し
さ
」
と
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
要
素
が
野
合
す
る
、
巧
妙
と

い
え
ば
巧
妙
、
無
節
操
と
い
え
ば
無
節
操
な
西
洋
演
劇
の
伝
統
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う11

＊

。
バ
ル
ト
の
独
創
は
、
人
形
や
人
形
遣
い
と
い
っ
た
視

覚
的
な
も
の
に
属
す
る
要
素
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
の
伝
統
に
お
い
て
は
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
（
文
字
、
書
く
こ
と
）
に
対
立
す
る
と
思
わ
れ
る
声
（
音

声
）
を
も
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
見
な
し
て
い
る
点
に
あ
る11
＊

。
そ
し
て
彼
は

「〔
文
楽
に
お
い
て
〕
音
の
実
質
は
書
か
れ
た
も
の
、
断
続
的
な
も
の
、

ひ
と
つ
の
皮
肉
（une ironie

）
に
屈
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。（
略
）
声

が
表
出
す
る
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
声
が
運
ぶ
も
の
も
の（「
感
情
」）

で
は
な
く
、
声
そ
の
も
の
、
声
の
切
り
売
り
で
あ
る
」11
＊

と
述
べ
て
い
る
。

『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
の
西
洋
演
劇
の
接
近
は
、

そ
こ
で
発
せ
ら
れ
て
い
た
人
形
浄
瑠
璃
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
声

を
「
感
情
」
を
送
り
届
け
る
声
へ
と
変
質
さ
せ
て
い
る
。
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『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
の
最
後
の
人
形
浄
瑠
璃
の
場
面
に
お
い
て
は
、

切
り
返
し
の
演
出
が
一
貫
し
て
排
除
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
る
／
見
ら

れ
る
と
い
う
視
線
の
表
象
が
避
け
ら
れ
て
い
る
。「
新
口
村
の
段
」（
先
述

の
、
有
馬
の
生
身
の
身
体
か
ら
人
形
の
身
体
へ
の
移
行
の
後
）
は
ワ
ン

シ
ー
ン
・
ワ
ン
カ
ッ
ト
で
演
出
さ
れ
る
『
冥
途
の
飛
脚
』
の
上
演
を
見
る

近
松
の
姿
を
、
キ
ャ
メ
ラ
は
彼
の
顔
か
ら
舞
台
の
人
形
浄
瑠
璃
ま
で
一
気

に
ト
ラ
ッ
ク
バ
ッ
ク
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
見
る
こ
と
と
見
ら

れ
る
こ
と
の
対
立
は
無
効
化
さ
れ
て
い
る11
＊

。
こ
の
演
劇
と
現
実
の
一
体
化

は
バ
ル
ト
的
に
い
え
ば
人
形
浄
瑠
璃
を
「
読
む
」
こ
と
を
許
さ
な
い
。
そ

う
し
た
と
き
映
画
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
は
「
恥
ず
か
し
い
演
劇
」
に
転

落
す
る11
＊

。
一
方
、『
お
国
と
五
平
』
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
は
、『
浪
花
の

恋
の
物
語
』
が
手
放
し
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
「
距
離
の
効
果
」
を
慎

ま
し
く
保
持
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
映
画
は
、
大
が
か
り
な
感
情
的

同
一
化
を
強
い
る
メ
ロ
ド
ラ
マ
（
お
よ
び
メ
ロ
ド
ラ
マ
映
画
）
に
対
し
て
、

あ
る
一
定
の
批
評
性
を
持
ち
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
自
ら

を
人
形
浄
瑠
璃
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想
像
力
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
対
象
化
さ
せ
て
い
る
。『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
が
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想
像

力
を
絶
対
化
あ
る
い
は
強
化
さ
せ
る
方
向
に
向
か
う
と
し
た
ら
、『
お
国

と
五
平
』
は
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想
像
力
を
相
対
化
あ
る
い
は
弱
体
化
さ
せ
る

方
向
に
向
か
う
。
こ
こ
で
声
は
、
感
情
の
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
太
夫
の
声
は
―
―
た
と
え
そ
の
内
容
が
分
か
っ
た
と
し
て

も
―
―
た
だ
登
場
人
物
た
ち
を
束
縛
す
る
不
可
解
な
音
と
し
て
響
き
渡
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

六　

外
部
の
殺
害

六

－

一　

武
士
階
級
の
秘
か
な
愉
し
み

　

同
化
で
は
な
く
異
化
す
る
も
の
と
し
て
の
太
夫
の
声
。『
お
国
と
五
平
』

の
最
後
に
響
く
尺
八
の
音
も
こ
う
し
た
機
能
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
そ
れ
を
発
す
る
者
と
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
尺
八
は
一
方

で
、
人
物
の
心
情
を
表
出
し
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
見
る
者
に
は
同
化

よ
り
も
「
距
離
の
効
果
」
を
も
た
ら
す
。
バ
ル
ト
は
『
記
号
の
国
』
の
中

で
「
ひ
と
つ
の
皮イ
ロ
ニ
ー肉
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
り
、「
こ
の
語
か
ら
あ

ら
ゆ
る
腐
食
性
の
＝
辛
辣
な
意
味
を
取
り
除
い
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い

る
。
イ
ロ
ニ
ー
は
そ
れ
自
体
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
は
き
わ
め

て
重
要
な
概
念
で
は
あ
る
が
、こ
こ
で
は
『
お
国
と
五
平
』
に
と
っ
て
の
、

成
瀬
に
と
っ
て
の
「
皮
肉
」
を
（
そ
れ
が
も
し
あ
る
と
し
た
ら
）
析
出
し

て
み
よ
う
。

　

こ
こ
で
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
岸
松
雄
と
成
瀬
と
の
対
談
で
あ
る
。

岸
は
成
瀬
に
『
お
国
と
五
平
』
に
お
け
る
演
出
を
音
響
の
観
点
か
ら
論
じ

て
い
る
。
そ
し
て
盆
踊
り
の
囃
子
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
つ
つ
、「
心
理

的
な
音
の
処
理
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
」11

＊

こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
成
瀬
は
、「
心
理
的
な
主
観
的
な
処
理
で
な
く
、
む
し
ろ
武
士
階

級
の
方
が
た
の
し
い
と
い
う
こ
と
を
見
せ
る
よ
う
に
使
っ
て
み
た
」11
＊

と
述
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べ
て
い
る
。
成
瀬
の
発
言
か
ら
、
彼
が
心
理
描
写
の
た
め
に
音
響
を
処
理

す
る
意
図
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
で
は
一
読
で
は
よ
く
分

か
ら
な
い
発
言
「
武
士
階
級
の
方
が
た
の
し
い
と
い
う
こ
と
」
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
谷
崎
の
原
作
に
あ

た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
平
の
お
国
へ
の
忠
誠
に
、
お
国
へ
の
愛
が

潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
あ
と
で
、
友
之
丞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

た
ゞ
忠
義
は
、
は
た
で
見
る
ほ
ど
辛
い
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
の
ぢ

や
。
拙
者
の
や
う
に
い
と
し
い
人
か
ら
は
敵
と
狙
は
れ
、
世
の
中
か

ら
は
爪
弾
き
を
さ
れ
、
何
処
と
云
ふ
あ
て
も
な
く
さ
ま
よ
ふ
者
の
眼

か
ら
見
れ
ば
、
楽
し
さ
う

0

0

0

0

に
思
は
れ
る
と
云
ふ
の
ぢ
や
。（
傍
点
引

用
者
）11

＊

　
「
忠
義
」云
々
の
台
詞
は
映
画
の
な
か
で
も
、
友
之
丞
が
五
平
に
向
か
っ

て
言
う
。
そ
の
前
後
の
台
詞
―
―
「
連
れ
の
女
は
美
し
い
お
国
ど
の
。
幾

日
旅
を
つ
づ
け
て
も
悪
う
は
な
い
」「
五
平
、
苦
労
も
し
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
ち
に
は
そ
れ
を
慰
め
る
術
も
あ
っ
た
で
は
な
い
か
」
な
ど
―
―
に
も
、

友
之
丞
が
五
平
に
対
し
て
お
国
と
の
関
係
を
ほ
の
め
か
す
内
容
の
台
詞
が

見
出
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、こ
の
映
画
を
試
写
会
で
見
た
岸
は
、こ
の
「
忠

義
」
の
台
詞
あ
た
り
で
会
場
か
ら
笑
い
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
不
愉
快
そ
う

に
回
想
し
て
い
る11
＊

。
成
瀬
は
こ
の
試
写
会
の
と
き
の
反
応
に
つ
い
て
特
に

コ
メ
ン
ト
し
て
い
な
い
が1＊
＊

、
こ
こ
で
の
会
場
の
反
応
は
、
友
之
丞
と
い
う

人
物
が
笑
い
を
誘
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
彼
は
存
在

自
体
が
滑
稽
で
あ
る
よ
う
な
場
違
い
の
印
象
を
与
え
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

　

「
楽
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
、
友
之
丞
は
も
う
一
度
口
に
す
る
。「
ど

う
せ
世
の
中
は
仮
の
宿
り
ぢ
や
、
暫
し
に
も
せ
よ
楽
し
い

0

0

0

時
が
あ
り
さ
へ

す
れ
ば
仕
合
わ
せ
で
あ
ら
う
が
」（
傍
点
引
用
者
）11
＊

。
こ
の
台
詞
は
映
画
に

は
な
い
。
い
ず
れ
の
台
詞
に
お
い
て
も
武
家
社
会
に
お
け
る
秘
か
な
愉
し

み
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
仇
討
ち
の
掟
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
な
が

ら
、
そ
れ
を
口
実
と
し
て
隠
微
か
つ
淫
靡
な
恋
愛
を
享
受
す
る
お
国
と
五

平
は
、
成
瀬
の
述
べ
た
「
武
士
階
級
の
方
が
た
の
し
い
と
云
う
こ
と
」
を

体
現
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
友
之
丞
は
徹
底
し
て
こ
の
種
の
体
制

の
外
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、
現
世
を
仮
初
め
の
も
の
と
見
な
し
、
刹
那

的
快
楽
に
生
の
本
質
を
見
出
し
、
ま
た
別
の
「
た
の
し
さ
」
を
追
求
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
で
は
友
之
丞
と
は
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
。

六

－

二　

友
之
丞
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

　

お
国
と
五
平
の
旅
の
目
的
は
友
之
丞
へ
の
復
讐
で
あ
る
。
だ
が
、
お
国

と
五
平
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
次
第
に
形
骸
化
し
て
い
く
。
特
に
、
郷
里
の

者
た
ち
が
す
で
に
二
人
の
仇
討
ち
の
旅
を
忘
却
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た

後
、い
わ
ゆ
る「
武
士
の
掟
」と
い
う
根
拠
が
半
ば
崩
壊
す
る
。彼
女
に
と
っ

て
、
仇
討
ち
は
五
平
と
の
愛
に
基
づ
く
結
婚
の
遂
行
へ
と
シ
フ
ト
し
、
社

会
的
要
請
が
個
人
的
欲
求
へ
と
す
り
替
わ
る
の
で
あ
る
。
一
方
五
平
は
、

そ
う
し
た
両
者
を
区
別
す
る
発
想
そ
の
も
の
が
な
い
。
た
と
え
ば
お
国
が

尺
八
と
人
形
浄
瑠
璃
―
―
大
久
保
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「
仇
は
旦
那
様
の
た
め
に
討
つ
の
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
私
た
ち
の
た
め

に
討
つ
の
で
す
ね
」
と
尋
ね
て
も
五
平
は
「
同
じ
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ぬ
か
」（
シ
ー
ン
76
）
と
述
べ
、
仇
討
ち
の
直
前
の
会
話
で
も
、「
そ
な
た

は
、
私
と
仇
討
ち
と
ど
っ
ち
が
大
事
じ
ゃ
？
」
と
い
う
お
国
の
問
い
に
、

五
平
は
「
奥
方
様
が
大
事
な
れ
ば
こ
そ
、
仇
討
ち
も
大
事
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ぬ
か
」（
シ
ー
ン
83
）
と
答
え
て
い
る
。

　

友
之
丞
の
人
物
造
形
は
お
国
や
五
平
に
比
べ
て
複
雑
で
あ
る
。
彼
は
、

伊
織
を
闇
討
ち
す
る
と
い
う
卑
劣
さ
を
持
ち
合
わ
せ
る
反
面
、
お
国
の
顔

を
も
う
一
度
見
る
た
め
に
彼
女
と
五
平
の
後
を
追
い
、
身
の
危
険
を
賭
し

て
お
国
と
再
会
す
る
。
虚
無
僧
に
変
装
し
、
時
に
は
お
国
と
五
平
の
隣
室

に
宿
の
部
屋
を
取
り
、
二
人
の
会
話
を
盗
聴
す
る
病
的
な
性
格
を
持
つ

が
、
そ
の
一
方
、
お
国
と
五
平
の
関
係
を
見
破
り
、
ま
た
武
家
社
会
の
非

合
理
的
な
掟
を
批
判
す
る
点
で
は
理
知
的
で
あ
る
。
原
作
者
の
谷
崎
自
身

が
「
此
の
芝
居
は
「
お
国
と
五
平
」
と
云
ふ
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
恐
ら

く
一
番
む
づ
か
し
い
の
は
友
之
丞
の
役
で
あ
り
ま
せ
う
」11

＊

と
述
べ
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
相
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
属
性
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
る
べ
き
な
の
か
。

　

ま
ず
谷
崎
に
よ
る
友
之
丞
像
（
舞
台
で
友
之
丞
は
ど
の
よ
う
に
演
出
さ

れ
る
べ
き
と
彼
が
考
え
て
い
た
か
）
を
確
認
し
て
み
る
。
一
九
二
二
年
に

自
ら
舞
台
を
演
出
し
た
際
に
書
か
れ
た
文
章
の
な
か
で
谷
崎
は
、
友
之
丞

に
つ
い
て
「
も
つ
と
ニ
ヤ
〳
〵
笑
つ
た
り
、
へ
ら
〳
〵
笑
つ
た
り
、
又
は

上
手
に
出
た
り
、
下
手
に
出
た
り
、
皮
肉
に
笑
つ
た
り
す
る
よ
う
な
演
り

方
が
理
想
的
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
に
あ
ゝ
云
ふ
人
間
が
現
代
に
出
て
来

た
と
す
る
と
さ
う
な
る
だ
ら
う
。
又
昔
の
侍
に
し
た
所
で
矢
張
り
さ
う
だ

つ
た
ら
う
と
思
ふ
」11
＊

と
述
べ
て
い
る
。
偶
然
に
も
、
こ
こ
で
も
「
皮
肉
」

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
友
之
丞
が
皮
肉
な
存
在
な
の
は
、
先

述
の
「
た
の
し
さ
」
を
め
ぐ
る
台
詞
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
外
部

性
と
い
う
観
点
か
ら
友
之
丞
の
特
質
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
彼
は
、
物
語
の
外
部
に
身
を
置
く
人
物
で
あ
る
。
友
之
丞
が
観
客

に
初
め
て
正
体
を
現
す
の
は
、
後
半
の
旅
籠
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る

（
シ
ー
ン
54
～
80
）。
こ
こ
で
成
瀬
は
八
住
の
シ
ナ
リ
オ
に
変
更
を
加
え
、

映
画
に
お
け
る
友
之
丞
の
登
場
を
遅
ら
せ
て
い
る
。
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
五

平
が
盆
踊
り
の
見
物
か
ら
帰
っ
た
あ
と
、
お
国
が
急
に
体
調
を
崩
し
病
床

に
伏
す
く
だ
り
（
シ
ー
ン
60
）
に
続
く
場
面
（
シ
ー
ン
61
）
に
設
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
友
之
丞
登
場
は
、
お
国
と
五
平
と
が
つ
い
に
お
互

い
の
思
い
を
打
ち
明
け
る
室
内
場
面
（
シ
ー
ン
69
）
の
途
中
に
置
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
お
国
を
看
病
す
る
五
平
の
様
子
を
、
友
之
丞

も
ま
た
隣
室
か
ら
伺
う
と
い
う
挿
話
（
シ
ー
ン
65
～
66
）
が
削
除
さ
れ
て

お
り
、
友
之
丞
の
存
在
感
は
稀
薄
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

友
之
丞
が
お
国
の
前
に
現
れ
る
の
は
、
映
画
が
始
ま
っ
て
一
時
間
十
二
分

ほ
ど
が
経
過
し
、
映
画
が
八
割
近
く
進
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は

重
要
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
物
語
の
外
部
に
身
を
置
い
て
い
る
。

　

だ
が
そ
の
一
方
、
友
之
丞
の
吹
く
尺
八
の
音
は
映
画
の
始
め
か
ら
聞
こ

え
て
い
る
。
尺
八
の
音
が
流
れ
る
の
は
映
画
が
始
ま
っ
て
十
分
ほ
ど
た
っ

尺
八
と
人
形
浄
瑠
璃
―
―
大
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た
あ
た
り
の
、
お
国
が
城
下
町
の
旅
籠
で
寝
よ
う
と
す
る
場
面
（
シ
ー
ン

13
）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
回
想
場
面
が
始
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に

述
べ
た
。
友
之
丞
は
映
画
の
始
ま
り
か
ら
換
喩
的
に

0

0

0

0

登
場
し
、
こ
の
仇
討

ち
の
不
可
視
の
同
行
者
で
あ
っ
た
。
登
場
場
面
が
少
な
く
な
れ
ば
、
そ
の

人
物
の
存
在
感
は
稀
薄
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
友
之
丞
に
つ
い
て
は
そ

れ
は
該
当
し
な
い
。
映
画
の
ほ
と
ん
ど
の
場
面
（
お
国
と
五
平
の
物
語
）

の
外
部
に
は
い
る
が
、
尺
八
の
音
と
し
て
絶
え
ず
内
部
へ
浸
蝕
す
る
。
外

部
と
内
部
の
境
界
の
ゆ
る
や
か
な
崩
壊
は
、
こ
の
物
語
が
、
お
国
と
五
平

が
友
之
丞
の
あ
と
を
追
い
か
け
る
物
語
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
友
之

丞
が
お
国
と
五
平
を
追
い
か
け
て
い
た
と
い
う
逆
転
現
象
と
も
関
連
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
尺
八
の
音
は
、
文
字
通
り
、
彼
ら
の
後
を
追
い

か
け
る
。
二
人
は
そ
の
音
か
ら
無
意
識
的
に
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

が
、
却
っ
て
そ
の
こ
と
が
目
的
遂
行
を
阻
む
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
制
度
に
お
け
る
外
部
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
次
の
台

詞
の
よ
う
に
、
谷
崎
の
原
作
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

拙
者
と
て
も
侍
の
家
に
生
れ
た
か
ら
に
は
、
そ
な
た
の
夫
に
劣
ら
ぬ

や
う
な
立
派
な
武
士
に
な
り
た
う
ご
ざ
つ
た
。（
略
）そ
れ
も
此
れ
も
、

み
ん
な
拙
者
の
生
ま
れ
つ
き
が
悪
い
か
ら
ぢ
や
、
つ
ま
り
は
拙
者
が

不
運
な
か
ら
ぢ
や
。11

＊

い
か
に
も
拙
者
は
人
に
嫌
は
れ
た
。
―
―
―
侍
の
身
に
あ
る
ま
じ
き

不
所
存
者
、
―
―
―
怠
け
者
で
、
う
そ
つ
き
で
、
女
の
や
う
に
柔
弱

で
、
物
の
役
に
も
立
た
ぬ
か
ら
と
云
う
て
、
そ
な
た
ば
か
り
か
多
く

の
人
に
蔑
ず
ま
れ
た
。
ぢ
や
が
拙
者
か
ら
云
わ
せ
れ
ば
、
拙
者
の
気

だ
て
の
悪
い
の
は
自
分
の
知
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
な
た
の
器
量

が
美
し
い
や
う
に
、
拙
者
の
心
は
生
れ
な
が
ら
醜
い
の
ぢ
や
。11
＊

　

彼
は
自
ら
が
武
士
と
い
う
身
分
に
相
応
し
く
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を

認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
改
善
不
可
能
で
あ
る
と
開
き
直
る
。
こ
う
し
て
彼

は
武
士
が
形
作
る
封
建
社
会
と
い
う
制
度
の
外
部
に
身
を
置
く
こ
と
に
な

る
。
だ
が
こ
こ
で
も
先
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
内
部
へ
の
浸
潤
が
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
友
之
丞
は
武
士
の
価
値
体
系
内
部
に
身
を
置
く
五
平
と

自
身
と
が
、
実
は
表
裏
の
関
係
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
映
画
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
友
之
丞
の
台
詞
に
端
的
に
表
れ

て
い
る
。
最
初
の
部
分
は
、
映
画
の
台
詞
に
も
な
っ
て
い
る
。

拙
者
は
人
妻
に
思
ひ
を
寄
せ
て
身
を
誤
つ
た
に
、
そ
ち
は
同
じ
こ
と

を
し
て
そ
れ
が
忠
義
ぢ
や
と
人
に
言
は
れ
る
。
そ
ち
に
は
不
義
を
し

な
が
ら
も
世
を
渡
つ
て
行
く
道
が
あ
る
が
、
拙
者
に
は
そ
の
道
が
な

い
。
そ
ち
の
や
う
に
侍
の
道
を
弁
へ
て
、
日
頃
の
心
が
け
が
正
し
い

者
は
善
人
ぢ
や
。（
略
）
い
か
に
も
拙
者
は
悪
人
な
ら
ば
こ
そ
人
を

殺
し
た
。
ぢ
や
が
そ
の
報
い
を
受
け
て
ゐ
る
の
に
、
そ
ち
は
拙
者
を

尺
八
と
人
形
浄
瑠
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―
―
大
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殺
さ
う
と
す
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
立
身
の
緒
に
す
る
。11
＊

　

原
作
の
な
か
で
五
平
は
「
私
ぢ
や
と
て
お
前
様
と
同
じ
悪
人
ぢ
や
」
と

ま
で
言
う
。
五
平
と
友
之
丞
は
、
お
国
を
愛
す
る
と
い
う
異
性
関
係
に
お

い
て
も
、ま
た
そ
の
た
め
に
不
都
合
な
同
性
を
排
除
す
る
と
い
う
行
為（
友

之
丞
は
伊
織
を
殺
し
、
五
平
は
友
之
丞
を
殺
す
）
に
お
い
て
も
鏡
像
関
係

に
あ
り
、
友
之
丞
の
殺
害
は
分
身
殺
し
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
友
之
丞
は
制
度
の
外
部
に
あ
り
な
が
ら
、
制
度
の

埒
内
に
い
る
人
物
を
浸
蝕
し
て
い
く
。

　

だ
が
実
際
に
映
画
に
お
け
る
友
之
丞
、
山
村
聰
が
演
じ
た
人
物
の
名
状

し
が
た
い
異
様
さ
は
そ
れ
で
す
べ
て
が
説
明
の
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
自

分
の
生
き
た
時
代
と
の
齟
齬
に
苦
し
め
ら
れ
る
武
士
の
苦
悩
が
、
現
代
的

な
手
法
で
演
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
直
前

に
山
村
が
主
演
し
た
『
平
手
造
酒
』（
並
木
鏡
太
郞
、
一
九
五
一
）
に
も

見
て
と
れ
る11

＊

。『
お
国
と
五
平
』
の
山
村
の
異
様
さ
は
そ
う
し
た
物
語
に

還
元
さ
れ
が
た
い
残
余
が
あ
る
の
だ
。
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
友
之
丞

の
（
山
村
の
）
第
三
の
外
部
性
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
外
部
性
、
そ
れ

は
映
画
（
時
代
劇
）
自
体
の
外
部
性
で
あ
る
。
友
之
丞
が
お
国
に
姿
を
見

せ
る
場
面
（
シ
ー
ン
78
）
を
見
て
み
よ
う
。
友
之
丞
は
お
国
に
会
う
な
り
、

「
拙
者
は
命
が
惜
し
い
の
だ
」
と
い
い
、
虚
無
僧
と
し
て
二
人
を
追
跡
し

た
こ
と
、
お
国
と
五
平
と
の
愛
情
の
芽
生
え
を
指
摘
す
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
を
形
作
る
か
に
見
え
る
が
、
こ
こ
は
ど
こ
か
深
刻
さ
や
緊
迫
感
と
は

微
妙
に
ず
れ
た
毒
の
あ
る
笑
い
の
気
配
が
あ
た
り
を
支
配
し
て
い
る
。
お

国
が
ど
こ
ま
で
も
真
剣
に
「
勝
負
！
」
と
決
闘
の
姿
勢
を
見
る
の
だ
が
、

友
之
丞
は
「
い
や
だ
」
と
対
決
を
放
棄
す
る
。「
ど
こ
ま
で
も
男
ら
し
う

な
い
お
人
じ
ゃ
」
と
非
難
す
る
と
、
お
そ
ら
く
こ
の
映
画
の
な
か
で
最
も

印
象
的
な
台
詞
の
一
つ
を
言
う
。
こ
の
台
詞
は
、
先
に
引
用
し
た
谷
崎
の

原
作
を
八
住
が
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。

お
国
殿
、
拙
者
と
て
、
立
派
な
武
士
に
な
り
た
か
っ
た
。
だ
が
、
怠

け
者
で
、
嘘
吐
き
で
、
物
の
役
に
も
立
た
ぬ
と
、
そ
な
た
に
も
嫌
わ

れ
、
世
間
か
ら
も
蔑
ま
れ
た
。
だ
が
、
そ
ん
な
風
に

0

0

0

0

0

生
ま
れ
つ
い
た

の
は
拙
者
の
不
運
で
、
拙
者
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。（
シ
ー
ン

78
）

　

こ
こ
で
の
巧
ま
ざ
る
笑
い
の
効
果
は
、
ま
ず
彼
の
言
葉
遣
い
に
現
れ
て

い
る
。
上
記
の
台
詞
の
傍
点
部
分
は
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
「
そ
う
い
う
風

0

0

0

0

0

に0

」
と
あ
る
も
の
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
違
い
だ
が
、
こ

の
変
更
に
よ
り
友
之
丞
の
口
吻
は
現
代
人
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
後
に
続
く
お
国
と
の
や
り
と
り
―
―
友
之
丞
が
お
国
に
仇
討
ち

の
中
止
を
懇
願
す
る
く
だ
り
―
―
が
続
く
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
山
村

も
木
暮
も
演
技
は
シ
リ
ア
ス
そ
の
も
の
で
あ
る
。

の
う
、
お
国
殿
、
武
家
の
掟
な
ど
は
忘
れ
て
も
う
国
へ
は
帰
ら
ず
、
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ど
こ
か
で
五
平
と
幸
せ
に
暮
ら
し
て
下
さ
い

0

0

0

。（
シ
ー
ン
78
）

　

傍
点
部
分
は
、
シ
ナ
リ
オ
で
は
「
下
さ
れ
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

演
技
と
台
詞
と
の
乖
離
は
は
な
は
だ
し
い
。「
山
村
聰
の
言
葉
遣
い
と
演

技
は
時
代
劇
と
し
て
は
き
わ
め
て
異
常
」11
＊

と
い
う
ラ
ッ
セ
ル
の
指
摘
を
俟

つ
ま
で
も
な
く
、
彼
は
映
画
の
な
か
で
浮
き
ま
く
っ
て

0

0

0

0

0

0

お
り
、
そ
の
存
在

感
に
よ
っ
て
違
和
感
を
撒
き
散
ら
し
て
い
る
。
山
村
は
時
代
劇
が
不
得
手

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。『
お
国
と
五
平
』
の
同
年
、

慶
安
の
変
を
題
材
に
し
た
『
慶
安
秘
帖
』
で
、
山
村
は
由
井
正
雪
を
演
じ

て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
五
平
役
の
大
谷
と
も
共
演
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

こ
で
の
演
技
は
時
代
劇
の
規
範
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
友
之
丞
を

時
代
錯
誤
の
人
物
に
造
形
す
る
こ
と
は
、
以
上
の
台
詞
回
し
の
改
変
か
ら

も
分
か
る
通
り
、
お
そ
ら
く
成
瀬
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
谷
崎
も
「「
お
国
と
五
平
」
は
、
内
容
が
近
代
劇
で
あ
る
の
に
、

形
式
が
在
来
の
旧
劇
の
約
束
に
或
る
部
分
は
従
ふ
と
い
ふ
演
り
方
」11

＊

で

あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
―
―
た
と
え
ば
山
中
貞
雄
の
『
人
情
紙
風
船
』

（
一
九
三
七
）
の
よ
う
に
―
―
時
代
劇
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
借
り
て

現
代
劇
を
演
じ
る
こ
と
が
、
あ
る
程
度
ま
で
は
追
求
さ
れ
て
い
た
と
い
え

る
。
だ
が
成
瀬
の
演
出
は
、
谷
崎
の
試
み
を
遥
か
先
ま
で
押
し
進
め
る
こ

と
で
、
こ
の
仇
討
ち
の
物
語
を
パ
ロ
デ
ィ
の
域
に
達
せ
し
め
て
い
る
。

　

友
之
丞
は
、
物
語
、
制
度
、
映
画
の
外
部
に
身
を
置
く
。
あ
る
意
味
で

こ
う
し
た
存
在
自
体
、
演
劇
の
歴
史
に
お
い
て
は
一
つ
の
典
型
で
あ
る
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の『
キ
ュ
ク
ロ
プ
ス
』

に
お
い
て「
あ
あ
、ゼ
ウ
ス
よ
、
言
葉
も
な
い
。中
で
ひ
ど
い
も
の
を
見
た
。

／
信
じ
ら
れ
な
い
。
人
の
世
の
現
実
と
い
う
よ
り
、
ま
る
で
物
語
み
た
い

だ
」1＊
＊

と
述
べ
、キ
ュ
ク
ロ
プ
ス
に
食
べ
ら
れ
た
船
員
の
死
を
嘆
く
オ
デ
ュ
ッ

セ
イ
ア
の
よ
う
に
。
こ
の
台
詞
に
つ
い
て
中
務
哲
郎
は
「
作
者
は
劇
場
的

現
実
と
劇
的
現
実
を
こ
と
さ
ら
入
り
交
じ
ら
せ
て
、
観
衆
の
浸
る
幻
想
世

界
に
、
あ
る
い
は
演
劇
そ
の
も
の
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
」11
＊

と
述
べ
て
い
る
。
友
之
丞
を
通
し
て
成
瀬
も
ま
た
、
あ
る
意
味

で
、
こ
の
『
お
国
と
五
平
』
と
い
う
映
画
全
体
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い

る
。
そ
し
て
、お
国
と
五
平
が
友
之
丞
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

物
語
内
容
的
な
要
請
（
お
国
の
仇
討
ち
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
仇
討
ち
と

い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
さ
ら
に
言
え
ば
映
画
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
、

そ
の
破
綻
か
ら
救
う
た
め
の
メ
タ
映
画
的
な
要
請
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
友
之
丞
を
殺
す
と
き
、
何
が
起
こ
る
の
か
。

六

－

三　

終
わ
り
な
き
終
わ
り
と
し
て
の
終
わ
り

　

お
国
の
命
を
受
け
た
五
平
に
殺
さ
れ
る
こ
と
で
、
友
之
丞
は
最
終
的
に

生
の
外
部
へ
放
逐
さ
れ
る
。
だ
が
そ
の
瞬
間
か
ら
、
死
者
と
な
っ
た
友
之

丞
に
よ
る
現
世
へ
の
浸
蝕
が
始
ま
る
の
だ
と
も
い
え
る
。
彼
の
尺
八
の
音

と
は
、
こ
う
し
た
外
か
ら
内
へ
の
浸
蝕
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
友
之
丞
は
社
会
か
ら
否
認
さ
れ
、
五
平
は
承

認
さ
れ
る
。だ
が
同
じ
一
人
の
女
性
を
愛
す
る
点
で
は
分
身
関
係
に
あ
る
。
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五
平
は
友
之
丞
を
殺
す
こ
と
で
、
自
ら
が
友
之
丞
と
同
じ
存
在（
殺
人
者
）

と
な
る
。
敵
の
排
除
が
敵
と
の
同
一
化
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
の
は
、
お
国
よ
り
も
五
平
の
方
で
あ
ろ
う
。
五
平

は
お
国
の
性
の
乱
れ
を
知
り
、
社
会
的
要
請
を
口
実
に
個
人
的
欲
求
を
果

た
そ
う
と
す
る
お
国
の
利
己
心
を
知
る
。
今
ま
で
過
去
に
囚
わ
れ
て
い
た

の
は
お
国
の
方
で
あ
っ
た
が
、
五
平
の
方
が
過
去
に
囚
わ
れ
る
と
い
う
立

場
の
逆
転
が
生
じ
る
。
過
去
に
引
き
戻
さ
れ
る
五
平
と
、
未
来
に
進
も
う

と
す
る
お
国
。
二
人
の
断
絶
を
、『
浮
雲
』
を
論
じ
た
中
村
秀
之
に
倣
っ

て
「
無
縁
の
時
」
と
呼
ん
で
も
い
い11
＊

。『
浮
雲
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は

ゆ
き
子
を
襲
う
寒
気
と
し
て
「
身
体
化
」
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、『
お
国

と
五
平
』
の
冒
頭
で
「
春
で
ご
ざ
い
ま
す
な
」（
シ
ー
ン
2
）
と
、
お
国

に
向
か
っ
て
話
し
か
け
て
い
た
五
平
は
、
仇
討
ち
の
直
前
「
ま
た
す
ぐ
冬

で
ご
ざ
い
ま
す
な
」（
シ
ー
ン
83
）
と
呟
い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
お

国
は
何
も
答
え
な
い
。
五
平
だ
け
が
永
遠
に
冬
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
て

し
ま
う
の
を
、
お
国
は
感
知
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
冬
の
気
配

が
た
だ
よ
う
『
お
国
と
五
平
』
に
お
け
る
最
後
の
光
景
は
、『
浮
雲
』
に

お
け
る
終
わ
ら
な
い
冬
の
世
界
へ
と
直
結
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

映
画
の
最
後
、
友
之
丞
の
死
に
よ
っ
て
お
国
と
五
平
に
帰
郷
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
だ
が
そ
の
帰
郷
の
イ
メ
ー
ジ
が
晴
れ
や
か
さ
か
ら
遠
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
冒
頭
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
彼
ら
（
と
り
わ
け

五
平
）
は
何
か
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
画
面
の
奥
へ
と
消
え
て
い
く
。
そ
れ

は
、
彼
ら
の
旅
が
、
実
は
全
く
終
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
仇
討

ち
」
と
い
う
旅
の
目
的
を
達
成
し
た
か
に
見
え
て
、
彼
ら
は
そ
の
終
わ
り

が
仮
初
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
友
之
丞
は
こ
の
世
か

ら
い
な
く
な
っ
た
が
、
彼
ら
の
奥
深
く
で
は
生
き
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
彼
ら
に
と
っ
て
の
旅
の
真
の
意
味
を
理
解
す
る
。

ラ
ッ
セ
ル
も
述
べ
て
い
る
が
、「
成
瀬
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
映
画
の
最

後
に
お
い
て
旅
を
終
え
る
の
は
稀
で
あ
る
」11
＊

。
だ
が
こ
れ
は
む
し
ろ
、「
旅

の
終
わ
り
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
変
容
し
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で

あ
る
。
成
瀬
の
登
場
人
物
た
ち
に
と
っ
て
、
旅
に
真
の
終
わ
り
と
い
う
も

の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
逆
説
的
で
は
あ
る

が
、
旅
の
終
わ
り
が
意
味
す
る
究
極
の
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
終
わ
り
な

き
終
わ
り
と
い
う
終
わ
り
。
成
瀬
の
世
界
は
、
約
束
さ
れ
て
い
た
は
ず
の

結
末
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
そ
れ
が
蜃
気
楼
の
よ
う
に
無
限
に
後
退
し
て
い

く
眩
暈
の
世
界
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
お
国
と
五
平
の
帰
郷
に
思
わ
れ
た
歩
み
は
、
実
は
、
彼
ら

の
世
界
か
ら
の
踏
み
外
し
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
の
歩

み
が
帰
還
の
歩
み
で
は
な
く
逃
亡
の
歩
み
に
見
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
。
仇
討
ち
と
い
う
旅
の
終
わ
り
に
見
え
た
も
の
は
仮
象
に
過
ぎ
ず
、
終

わ
り
な
き
旅
の
始
ま
り
を
意
味
し
て
い
た
。
お
国
と
五
平
は
社
会
に
復
帰

す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
か
ら
脱
落
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
あ
る
種

の
逆
説
が
あ
る
。
彼
ら
が
自
己
を
固
守
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

却
っ
て
彼
ら
の
自
己
は
崩
壊
し
て
い
く
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
点
で
、『
お
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国
と
五
平
』は
、
成
瀬
晩
年
の
作
品
で
、エ
ド
ワ
ー
ド
・
ア
タ
イ
ヤ（
ア
テ
ィ

ヤ
）
の
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
『
細
い
線
』（
一
九
五
一
）
を
映
画
化
し
た
『
女

の
中
に
い
る
他
人
』
の
主
題
と
響
応
す
る
。
一
人
の
平
凡
な
男
（
小
林
桂

樹
）
が
、
ふ
と
し
た
弾
み
で
友
人
の
妻
を
絞
殺
し
て
し
ま
う
。
妻
（
新
珠

三
千
代
）
と
友
人
に
犯
行
を
告
白
す
る
が
、
二
人
は
ど
ち
ら
も
警
察
に
自

首
す
る
こ
と
を
強
要
し
な
い
。
警
察
の
捜
査
に
も
か
か
わ
ら
ず
男
は
逮
捕

さ
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
却
っ
て
男
の
罪
の
意
識
を
募
ら
せ
る
。
男
は

自
首
を
決
意
す
る
が
、
そ
れ
を
知
っ
た
妻
は
夫
を
毒
殺
す
る
。
男
の
死
は

自
殺
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
男
は
贖
罪
の
機
会
を
妻
に
奪
わ
れ
、
妻
は
夫

の
代
わ
り
に
殺
人
者
と
し
て
生
き
て
い
く
。
映
画
の
進
行
に
と
も
な
い
、

善
と
悪
、
正
義
と
不
正
と
い
っ
た
倫
理
的
境
界
は
曖
昧
化
し
て
い
く
。『
お

国
と
五
平
』
の
終
局
の
芒
野
の
道
が
ど
こ
に
も
た
ど
り
着
く
こ
と
の
な
い

奈
落
へ
と
連
な
っ
て
い
く
よ
う
に
、『
女
の
中
に
い
る
他
人
』
の
最
後
の

海
辺
は
未
決
定
の
時
空
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
尺
八
の
音
に
相
当
す
る
も
の
を
、
映
画
史
の
な
か
で
探
し
求
め
る

こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
『
闇
の
奥
』（
一
九
〇
二
）

に
基
づ
く
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ォ
ー
ド
・
コ
ッ
ポ
ラ
の
『
地
獄
の
黙
示
録
』

（
一
九
七
九
）
が
ま
ず
思
い
出
さ
れ
る
。
惨
殺
さ
れ
る
カ
ー
ツ
大
佐
役
の

マ
ー
ロ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
が
呟
く
「
地ホ

ラ

ー
獄
だ
、
地ホ

ラ

ー
獄
だ
」
と
い
う
声
は
、
彼

を
殺
し
た
主
人
公
（
マ
ー
テ
ィ
ン
・
シ
ー
ン
）
の
脳
裡
で
い
つ
ま
で
も
響

き
、
こ
の
映
画
の
終
局
を
、
冒
頭
の
主
人
公
の
悪
夢
へ
と
接
続
さ
せ
、
映

画
の
無
限
ル
ー
プ
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。だ
が
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

『
細
い
線
』
は
、「
悪
意
を
秘
め
た
ミ
ス
テ
リ
ー
」
を
数
多
く
手
が
け
た

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ブ
ロ
ル
に
よ
っ
て
も
『
一
寸
先
は
闇
』Juste avant la 

nuit

（
一
九
七
一
）
と
し
て
映
画
化
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
シ
ャ
ブ
ロ
ル
の

手
が
け
た
『
汚
れ
た
手
を
し
た
無
実
の
人
々
』Les innocents aux m

ains 

sales

（
一
九
七
五
）に
お
い
て
、ヒ
ロ
イ
ン
の
裕
福
な
人
妻（
ロ
ミ
ー
・
シ
ュ

ナ
イ
ダ
ー
）
は
愛
人
と
と
も
に
酒
浸
り
の
夫
（
ロ
ッ
ド
・
ス
タ
イ
ガ
ー
）

の
殺
害
を
企
て
る
。
犯
行
は
成
功
し
た
か
に
見
え
た
が
、
息
を
吹
き
返
し

た
夫
に
復
讐
さ
れ
架
空
の
殺
害
の
容
疑
者
へ
と
仕
立
て
ら
れ
て
い
く
。
最

後
に
夫
は
死
ぬ
が
、
夜
、
一
人
で
い
る
ヒ
ロ
イ
ン
は
死
ん
だ
は
ず
の
夫
の

声
を
聞
く
。
ど
こ
か
外
の
暗
闇
か
ら
、
自
分
の
名
を
呼
ぶ
声
が
す
る
。
今

度
こ
そ
本
当
に
死
ん
だ
と
思
っ
た
夫
は
、
実
は
死
ん
で
い
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
を
宙
づ
り
に
し
た
ま
ま
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
暗
闇
の
な
か

に
姿
を
消
す
。
主
人
公
を
呑
み
込
む
闇
は
生
死
の
境
界
、
さ
ら
に
は
映
画

と
現
実
と
の
境
界
す
ら
も
曖
昧
な
も
の
に
し
て
い
く
。
お
国
と
五
平
も
ま

た
、
一
人
の
男
を
殺
し
た
罪
を
不
問
に
付
さ
れ
、
だ
が
裁
き
な
き
裁
き
と

も
い
う
べ
き
苦
し
み
の
な
か
、「
汚
れ
た
手
を
し
た
無
実
の
人
々
」
と
し

て
の
宿
命
を
生
き
る
の
で
あ
る
。

謝
辞

　

論
文
執
筆
に
際
し
て
は
、
公
益
財
団
法
人
文
楽
協
会
、
早
稲
田
大
学
演

劇
博
物
館
、
映
画
演
劇
文
化
協
会
に
お
き
ま
し
て
貴
重
な
示
唆
を
賜
り
ま

し
た
。
こ
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場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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註＊
１　

引
用
し
た
準
備
稿
中
の
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
改
行
を
指
す
。

　
　
　

『
お
国
と
五
平
』
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
確
認
で
き
た
も
の
で
五
つ

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
第
一
版
（
シ
ー
ン
数
七
八
、二
段

組
、
扉
ペ
ー
ジ
に
「
第
一
稿
」
と
表
記
）、
第
二
版
（
シ
ー
ン
数

八
七
、二
段
組
）、
第
三
版
（
シ
ー
ン
数
八
七
、一
段
組
、
巻
末
に
場

面
割
り
、
撮
影
場
所
リ
ス
ト
、
日
程
表
が
収
録
）。
第
四
版
（
シ
ー

ン
数
八
七
、三
段
組
、『
月
刊
シ
ナ
リ
オ
』
一
九
五
二
年
三
月
号
、
六

－

二
九
頁
収
録
）。
第
五
版
（
シ
ー
ン
数
の
記
載
な
し
、
一
段
組
み
、

完
成
版
）。
第
二
版
と
第
三
版
に
は
大
き
な
異
同
は
な
い
。
第
四
版

は
雑
誌
へ
の
採
録
で
第
二
版
、
第
三
版
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
早

稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
に
は
第
一
版
、
第
二
版
、
第
三
版
が
保
管
さ

れ
て
い
る
。
第
一
版
（
準
備
稿
）
と
第
二
版
お
よ
び
第
三
版
（
決
定

稿
）
と
の
間
に
は
多
数
の
異
同
が
あ
る
。
第
五
版
は
、
撮
影
後
に
記

録
用
と
し
て
映
画
か
ら
場
面
、
台
詞
、
音
声
が
文
字
起
こ
し
さ
れ
た

も
の
で
、
映
画
演
劇
文
化
協
会
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
特
に

断
り
の
な
い
限
り
、
引
用
は
決
定
稿
（
第
二
～
第
四
版
）
の
シ
ー
ン

番
号
で
表
記
す
る
。
だ
が
、
映
画
で
実
際
に
話
さ
れ
た
台
詞
は
シ
ナ

リ
オ
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
映
画
で
実
際
に
話

さ
れ
た
台
詞
を
確
認
し
、
適
宜
変
更
を
加
え
た
。

＊
２　

M
ichel C

hion, Le son au ciném
a, C

ahiers du ciném
a, 1985

［nouvelle édition 1993

］, p.32.〔
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
オ
ン『
映
画
に
と
っ

て
音
と
は
な
に
か
』
川
竹
英
克
、
ジ
ョ
ジ
ア
ー
ヌ
・
ピ
ノ
ン
訳
、
勁

草
書
房
、
一
九
九
三
年
、
三
一

－

三
二
頁
〕

＊
３　

Ibid.

〔
同
前
、
三
三
頁
〕

＊
４　

Ibid.

〔
同
前
〕

＊
５　

Ibid., p.43.

〔
同
前
、
五
一
頁
〕

＊
６　

Ibid.

〔
同
前
〕

＊
７　

Ibid.

〔
同
前
〕

＊
８　

「
出
来
た
作
品
は
嫌
い
じ
ゃ
な
い
が
、
成
功
と
は
い
え
ま
せ
ん
」。

成
瀬
巳
喜
男
「
自
作
を
語
る
」、『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
三
年
七
月

下
旬
号
、
四
三
頁
。

＊
９　

阿
部
嘉
昭
『
成
瀬
巳
喜
男
―
―
映
画
の
女
性
性
』
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
〇
五
年
。
片
岡
義
男
『
映
画
の
中
の
昭
和
30
年
代
―
―
成
瀬
巳

喜
男
が
描
い
た
あ
の
時
代
と
生
活
』
草
思
社
、
二
〇
〇
七
年
。
川
本

三
郎
『
成
瀬
巳
喜
男
―
―
映
画
の
面
影
』
新
潮
社
、
二
〇
一
四
年
。

＊
10　

 Shigehiko H
asum

i " M
ikio N

aruse o la doble rúbrica[ M
ikio 

N
aruse ou D

ouble Signature]", Shigehiko H
asum

i and Sadao 

Yam
ane eds., M

ikio N
aruse, Festival Internacional de C

ine de 

San Sebastián, San Sebastian- M
adrid, 1998, p.76.

引
用
は
英
語

版
か
ら
訳
し
た
。
日
本
語
版
（
蓮
實
重
彥
「
成
瀬
巳
喜
男
ま
た
は
二

重
の
署
名
」、
小
林
康
夫
・
松
浦
寿
輝
編
『
表
象
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

④
イ
メ
ー
ジ
―
―
不
可
視
な
る
も
の
の
強
度
』
東
京
大
学
出
版
会
、

尺
八
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二
〇
〇
〇
年
、
一
五

－

三
四
頁
。
お
よ
び
加
筆
さ
れ
た
「
寡
黙
な
る

も
の
の
雄
弁
―
―
戦
後
の
成
瀬
巳
喜
男
」、
蓮
實
重
彥
・
山
根
貞
男

編
『
成
瀬
巳
喜
男
の
世
界
へ
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
六
二

－

一
〇
四
頁
）
で
は
「
空
間
の
変
容
」
と
な
っ
て
い
る
。

＊
11　

Jean N
arboni, M

ikio N
aruse : les tem

ps incertains, C
ahiers 

du C
iném

a, 2006, pp.142-143.

＊
12　

C
hris Fujiw

ara, " C
aught", Film C

om
m

ent, septem
ber- october, 

2005, p.64. 

＊
13　

蓮
實
重
彥
「
香
港
国
際
映
画
祭
の
成
瀬
巳
喜
男
」、『
季
刊
リ
ュ
ミ

エ
ー
ル
』
第
一
一
号
、
一
九
八
八
年
、
三
八
頁
。

＊
14　

蓮
實
も
成
瀬
映
画
の
音
響
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
言
い
添
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
「
季
節
感
を
漂
わ
す
さ
ま

ざ
ま
な
物
売
り
の
声
」
の
作
り
出
す
季
節
感
や
「
雨
や
雷
と
い
っ
た

気
象
の
急
変
を
告
げ
る
自
然
音
」（
同
前
、
四
三
頁
）、
す
な
わ
ち
、

シ
オ
ン
の
議
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
イ
ン
の
音
」
と
「
フ
レ
ー
ム
外

の
音
」
の
素
描
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。

＊
15　

C
atherine R

ussell, The C
inem

a of N
aruse M

ikio: W
om

en and 

Japanese M
odernity, D

uke U
niversity Press, 2008, p.220.

ラ
ッ

セ
ル
の
成
瀬
論
に
は
興
味
深
い
考
察
が
多
く
含
ま
れ
る
一
方
、
歌
舞

伎
と
人
形
浄
瑠
璃
（
文
楽
）
と
を
混
同
し
て
い
る
（Ibid., p.223

）。

本
論
四
節
以
降
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
こ
こ
で
の
日
本
の
伝
統
芸
能

へ
の
理
解
の
不
十
分
さ
は
、『
お
国
と
五
平
』
を
考
察
す
る
上
で
、

看
過
し
が
た
い
問
題
で
あ
る
。

＊
16　

Ibid., p.224.

＊
17　

Ibid.

＊
18　

田
中
純
一
郎
『
日
本
映
画
発
達
史
』
第
四
巻
、
中
公
文
庫
、

一
九
七
六
年
、
四
二
頁
。

＊
19　

成
瀬
、
前
掲
書
。岸
松
雄
と
の
対
談「
成
瀬
巳
喜
男
の
生
活
の
垢
」、

『
キ
ネ
マ
旬
報
』一
九
五
二
年
五
月
下
旬
号
、
三
九
頁（
岸
松
雄『
映

画
評
論
家 

岸
松
雄
の
仕
事
』
ワ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
八
七

頁
）
も
参
照
。

＊
20　

成
瀬
巳
喜
男
「
林
芙
美
子
さ
ん
の
作
品
と
私
」、『
映
画
旬
刊
』

一
九
五
六
年
三
月
上
旬
号
、
五
九
頁
。
藤
本
真
澄
「
一
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
の
自
叙
伝
」、
尾
崎
秀
樹
編
『
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
人
生
―
―

藤
本
真
澄
映
画
に
賭
け
る
』
東
宝
出
版
事
業
室
、
一
九
八
一
年
、

二
一
七
頁
。

＊
21　

原
作
が
未
完
で
あ
る
『
め
し
』
の
「
幸
福
」
な
結
末
は
、
会
社
の

要
請
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。『
め
し
』
を
田
中
澄
江
と
と
も
に
脚

色
し
た
井
手
俊
郎
に
よ
る
と
、
彼
は
夫
婦
が
離
婚
す
る
結
末
を
望
ん

だ
が
、
原
作
が
掲
載
さ
れ
た
朝
日
新
聞
や
東
宝
な
ど
の
要
請
に
よ

り
、
興
行
的
な
観
点
か
ら
現
状
の
結
末
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

い
う
。
井
手
俊
郎
「『
め
し
』
か
ら
『
妻
』
へ
」、
尾
崎
編
、
前
掲
書
、

三
〇
頁
。

＊
22　

も
っ
と
も
、
主
人
公
た
ち
を
幸
福
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
の
は
、
た
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ん
に
夫
婦
関
係
や
男
女
関
係
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

成
瀬
は
世
俗
的
な
問
題
を
一
貫
し
て
扱
い
な
が
ら
、
ヒ
ロ
イ
ン
を
演

じ
る
女
優
た
ち
（
原
節
子
、
木
暮
実
千
代
、
高
峰
秀
子
）
の
一
瞬
の

表
情
の
移
ろ
い
か
ら
人
間
の
生
に
つ
き
ま
と
う
根
源
的
な
困
難
さ
を

描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

＊
23　

映
画
倫
理
規
程
審
査
記
録
』
第
三
一
号
、
日
本
映
画
連
合
会
映
画

倫
理
規
程
管
理
部
、
一
九
五
二
年
、
c1

－

c2
頁
。

＊
24　

平
野
共
余
子
『
天
皇
と
接
吻
―
―
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
日
本
映

画
検
閲
』
草
思
社
、
一
九
九
八
年
、
六
七
頁
、
お
よ
び
一
一
〇

－

一
一
五
頁
。
ま
た
占
領
期
に
お
け
る
仇
討
ち
映
画
の
抑
圧
の
反
動
と

し
て
、
昭
和
三
〇
年
代
に
『
忠
臣
蔵
』
映
画
が
流
行
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
谷
川
建
司
「『
忠
臣
蔵
』
映
画
は
な
ぜ
昭
和
三
十
年
代
に

黄
金
期
を
迎
え
た
の
か
」、ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ
編
著『「
戦

後
」
日
本
映
画
論
』
青
弓
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
二

－

一
九
四
頁
、

特
に
第
二
節
「
占
領
政
策
と
し
て
の
〝『
忠
臣
蔵
』
も
の
〟
の
禁
止

と
そ
の
反
動
」
を
参
照
。
同
じ
著
者
の
『
戦
後
「
忠
臣
蔵
」
映
画
の

全
貌
』
集
英
社
、
二
〇
一
三
年
、
特
に
第
二
章
「
戦
後
「
忠
臣
蔵
」

映
画
の
解
禁
と
そ
の
展
開
」
も
参
照
。

＊
25　

長
谷
正
人
「
占
領
下
の
時
代
劇
と
し
て
の
『
羅
生
門
』
―
―
「
映

像
の
社
会
学
」の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
」、
長
谷
正
人
・
中
村
秀
之『
映

画
の
政
治
学
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
三

－

五
九
頁
、
と
く
に

第
三
節
「
占
領
下
の
言
説
空
間
と
時
代
劇
の
革
新
」
を
参
照
。

＊
26　
『
伊
藤
整
全
集
』
第
二
〇
巻
、
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
、
六
八
頁
。

＊
27　

『
映
画
年
鑑
一
九
五
三
年
版
』
時
事
通
信
社
、
一
九
五
三
年
、

一
〇
四
頁
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
お
国
と
五
平
』
の
動
員
数
は

九
一
二
八
人
、
興
収
額
は
五
二
五
一
九
〇
円
で
あ
っ
た
（
同
、

三
七
〇
頁
）。

＊
28　

長
戸
俊
雄
「『
お
国
と
五
平
』
評
」、『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
二
年

四
月
一
四
日
夕
刊
二
面
。
他
に
『
日
刊
ス
ポ
ー
ツ
』
一
九
五
二
年
四

月
一
三
日
二
面
の
公
開
評
。

＊
29　

「
今
週
は
ガ
タ
落
ち
」、『
読
売
新
聞
』
一
九
五
二
年
四
月
一
〇
日

夕
刊
、
二
面
。「『
お
国
と
五
平
』
評
」、『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
二
年

四
月
一
三
日
夕
刊
、
二
面
。

＊
30　

大
黒
東
洋
士
「『
お
国
と
五
平
』
評
」、『
キ
ネ
マ
旬
報
』

一
九
五
二
年
六
月
上
旬
号
、
七
四
頁
。

＊
31　

同
前
。

＊
32　

八
住
利
雄
「
谷
崎
文
学
の
映
画
化
」、『
文
藝
』
一
九
五
六
年
三
月

号
、
一
三
〇

－

一
三
一
頁
。

＊
33　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
二
三
巻
、
一
六
〇
頁
。

＊
34　

中
村
と
も
え
「
小
説
家
の
戯
曲
―
―
谷
崎
潤
一
郎
『
愛
す
れ

ば
こ
そ
』『
お
国
と
五
平
』
論
」、『
人
文
学
報
』
第
一
〇
六
号
、

二
〇
一
五
年
、
二
八
二
頁
。

＊
35　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
二
三
巻
、
一
六
二
頁
。

＊
36　

八
住
、
前
掲
書
、
一
三
二
頁
。
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八
と
人
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＊
37　

こ
れ
は
谷
崎
の
原
作
に
も
見
ら
れ
る
。
橋
本
芳
一
郎
は
こ
の
台
詞

に
つ
い
て
「
武
士
道
の
陰
に
お
お
わ
れ
た
人
間
性
の
発
掘
が
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。『
日
本
近
代
文
学
大
系
30
谷
崎
潤
一
郎
集
』
角
川

書
店
、
一
九
七
一
年
、
三
二
六
頁
。

＊
38　

五
年
と
い
う
長
さ
は
、
成
瀬
の
前
作
『
め
し
』
に
お
け
る
夫
婦
の

結
婚
の
長
さ
と
同
じ
で
あ
る
。
他
に
も
こ
の
作
品
に
は
『
め
し
』
と

の
間
に
い
く
つ
も
の
共
通
点
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。

＊
39　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
九
巻
、
一
九
八
頁
。

＊
40　

橋
本
は
「
今
で
は
そ
な
た
を
家
来
の
や
う
に
も
思
ひ
ま
せ
ぬ
」
と

と
も
に
、
二
人
の
関
係
を
暗
示
す
る
台
詞
と
し
て
い
る
。『
日
本
近

代
文
学
大
系
30
谷
崎
潤
一
郎
集
』
三
一
九
頁
参
照
。

＊
41　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
九
巻
、
一
九
九
頁
。

＊
42　

藤
本
真
澄
に
よ
る
と
、
成
瀬
の
希
望
に
よ
り
、
こ
の
母
の
遺
書
は

藤
本
の
母
が
書
い
た
も
の
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
藤
本

「
一
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
自
叙
伝
」、
尾
崎
、
前
掲
書
、
一
七
五
頁
。

映
像
を
ネ
ガ
に
反
転
さ
せ
る
処
理
を
、
成
瀬
は
『
腰
弁
頑
張
れ
』

（
一
九
三
一
）
や
『
女
の
中
に
い
る
他
人
』（
一
九
六
六
）
で
も
行
っ

て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
場
面
も
平
凡
な
人
間
が
狂
気
に
陥
る
瞬
間
と

な
っ
て
い
る
。

＊
43　

こ
れ
ら
の
曲
目
の
特
定
に
は
『
お
国
と
五
平
』
シ
ナ
リ
オ
第
五
版

（
完
成
版
）
を
参
照
し
た
。

＊
44　

『
冥
途
の
飛
脚
』
は
ま
ず
『
け
い
せ
い
恋
飛
脚
』（
一
七
七
三
）

と
し
て
改
作
さ
れ
、
そ
の
後
、
歌
舞
伎
『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
と
し

て
翻
案
後
、
さ
ら
に
人
形
浄
瑠
璃
と
し
て
再
翻
案
さ
れ
る
と
い
う
経

過
を
辿
っ
た
。
藤
田
洋
編『
文
楽
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
改
訂
版
』（
三
省
堂
、

二
〇
〇
三
年
）
に
よ
れ
ば
「
新
口
村
の
段
」
は
こ
の
改
作
版
で
上
演

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う（
二
二
一
頁
参
照
）。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
ン
タ
ー

プ
ラ
イ
ズ
発
売
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
名
演
集 

冥
途
の
飛

脚
』（
二
〇
一
三
）
で
は
、『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
の
「
新
口
村
の
段
」

が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
『
お
国
と
五
平
』
に
お
け
る
人
形
浄

瑠
璃
が
件
の
改
作
版
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

＊
45　

『
文
楽
人
形
浄
瑠
璃
』
三
越
芸
能
部
、
一
九
五
二
年
、
一
三
頁
。

『
お
国
と
五
平
』の
撮
影
時
の
記
念
撮
影
時
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
よ
り
。

＊
46　

R
oland B

arthes, L' Em
pire des signes, Skira, 1970, p.68.

〔
ロ

ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
記
号
の
国
』
石
川
美
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
四
年
、
七
九
頁
〕

＊
47　

「
恋
飛
脚
大
和
往
来
」、『
名
作
歌
舞
伎
全
集
』
第
一
巻
、
東
京
創

元
新
社
、
一
九
六
九
年
、
一
四
三

－

一
四
四
頁
を
参
照
し
た
が
、
語

句
に
は
い
く
つ
か
の
異
同
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
漢
字
表
記
や
仮
名

遣
い
も
含
め
、
映
画
で
聞
き
と
れ
る
歌
詞
に
即
し
て
修
正
を
加
え
た
。

＊
48　

同
前
、
一
四
五
頁
。

＊
49　

人
形
浄
瑠
璃
に
限
ら
ず
、
映
画
中
で
舞
台
芸
術
が
上
演
さ
れ
た
場

合
、
こ
う
し
た
投
影
が
起
こ
る
の
は
常
套
か
も
し
れ
な
い
。『
お
国
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と
五
平
』
と
同
じ
く
大
谷
友
右
衛
門
が
出
演
し
て
い
る
『
噂
の
女
』

（
溝
口
健
二
、一
九
五
四
）
で
は
映
画
の
な
か
で
狂
言
「
枕
物
狂
」

が
上
演
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
年
下
の
娘
に
恋
を
す
る
老
人
に
、
若
い

愛
人
（
大
谷
）
を
持
つ
遊
郭
の
女
将
（
田
中
絹
代
）
の
姿
が
重
ね
合

わ
さ
れ
る
。

＊
50　

こ
れ
は
後
の
作
品
『
乱
れ
雲
』
の
冒
頭
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。

ヒ
ロ
イ
ン
（
司
葉
子
）
が
、
病
院
へ
向
か
う
電
車
の
な
か
で
乗
り
合

わ
せ
た
乗
客
の
赤
ん
坊
を
あ
や
す
。
彼
女
は
他
人
の
赤
ん
坊
に
こ
れ

か
ら
生
ま
れ
る
自
分
の
赤
ん
坊
を
投
影
し
て
い
る
。

＊
51　

内
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
九
一
〇
年
代
に
流
行
し
た「
連
鎖
劇
」

（
映
画
と
演
劇
と
を
交
互
に
上
映
・
上
演
す
る
形
式
の
舞
台
劇
）
を

意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
内
田
吐
夢
「
人
間
心
理
の
凄
絶
な
立

ち
廻
り
を
」、
内
田
有
作
監
修
、
藤
井
秀
男
編
集
『
内
田
吐
夢
の
全

貌
』
エ
コ
ー
ル
・
セ
ザ
ム
、
二
〇
一
〇
年
、
一
七
八
頁
。
た
だ
『
恋

や
恋
な
す
な
恋
』
に
比
較
し
た
と
き
、『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
の
「
新

口
村
の
段
」
は
、
近
松
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
奔
流
と
し
て
、
現

実
世
界
の
出
来
事
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。

＊
52　

た
と
え
ば
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
の
『
悲
劇
の
死
』
喜
志
哲

雄
・
蜂
谷
昭
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
〔
初
出

一
九
六
一
〕、
特
に
第
四
章
を
参
照
。

＊
53　

「
今
世
紀
初
頭
か
ら
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
は
映
画
に
あ
ら
た
な
活
路
を

見
出
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
」。

ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
・
ト
マ
ソ
ー
『
メ
ロ
ド
ラ
マ
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
大
衆

文
化
』
中
条
忍
訳
、
晶
文
社
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
六
頁
。

＊
54　

四
方
田
犬
彦
『
日
本
映
画
史
１
１
０
年
』
集
英
社
新
書
、

二
〇
一
四
年
、
三
二
頁
。

＊
55　

蓮
實
重
彥
「
ラ
ヴ
ェ
ル
と
新
内
―
―
成
瀬
巳
喜
男
の
『
鶴
八
鶴
次

郎
』
と
ウ
ェ
ズ
リ
ー
・
ラ
グ
ル
ス
の
『
ボ
レ
ロ
』」、『
國
文
學 

解
釈

と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
七
年
三
月
、
六

－

一
〇
頁
。

＊
56　

John M
ercer, M

artin Shingler, M
elodram

a: G
enre, Style, 

Sensibility, W
allflow

er, 2004, p.86.

〔
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
サ
ー
、
マ
ー

テ
ィ
ン
・
シ
ン
グ
ラ
ー
『
メ
ロ
ド
ラ
マ
映
画
を
学
ぶ
―
―
ジ
ャ
ン
ル
・

ス
タ
イ
ル
・
感
性
』
中
村
秀
之
、
河
野
真
理
江
訳
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー

ト
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
八
〇

－

一
八
一
頁
〕

＊
57　

藤
田
洋
編
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。

＊
58　

Peter B
rooks, The M

elodram
atic Im

agination: Balzac, H
enry 

Jam
es, M

elodram
a, and the M

ode of Excess, Yale U
niversity 

Press, 1995, xiii.

〔
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
『
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想

像
力
』
四
方
田
犬
彦
、
木
村
慧
子
訳
、
産
業
図
書
、
二
〇
〇
二
年
、

一
一
頁
〕

＊
59　

Ibid., p.55.

〔
同
前
、
八
六

－

八
七
頁
〕

＊
60　

B
arthes, op. cit., p.71.

〔
バ
ル
ト
、
前
掲
書
、
八
〇
頁
〕

＊
61　

Ibid., p.75.

〔
同
前
、
八
五
頁
〕

＊
62　

バ
ル
ト
独
特
の
「
恥
ず
か
し
い
」
の
概
念
と
し
て
は
「
成
功
し
た
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／
失
敗
し
た
」
と
い
う
対
立
か
ら
外
れ
る
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ

い
て
も
想
起
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。R

oland B
arthes, Roland 

Barthes, Éditions du Seuil, 1975, p.159.

〔
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
ロ

ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
』
石
川
美
子
訳
、
み
す
ず

書
房
、
二
〇
一
八
年
、
二
三
五
頁
〕

＊
63　

「
言
語
」
と
も
「
文
体
」
と
も
異
な
る
バ
ル
ト
独
自
の
「
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
石
川
美
子
『
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト

―
―
言
語
を
愛
し
恐
れ
つ
づ
け
た
批
評
家
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
五

年
、
三
四

－

三
五
頁
を
参
照
。

＊
64　

B
arthes, op. cit., p.71.

〔
バ
ル
ト
、
前
掲
書
、
八
〇
頁
〕

＊
65　

こ
こ
に
は
明
ら
か
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
。
最
後
の
場
面
で

上
演
さ
れ
て
い
る
の
は
『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
だ
が
、
一
七
二
五
年

に
没
し
た
近
松
自
身
が
一
八
三
〇
年
に
上
演
さ
れ
た
改
変
版
を
見
て

い
る
は
ず
が
な
い
か
ら
だ
。
近
松
が
「
新
口
村
の
段
」
を
構
想
す
る

先
の
場
面
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
時
代
錯
誤
が
意
図
的
な
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
こ
の
映
画
は
作
者
近
松
の
眼
差
し
が
彼
の
生
き
た
時
間
を

超
越
し
遥
か
未
来
を
透
視
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も

知
れ
な
い
。

＊
66　

『
浪
花
の
恋
の
物
語
』
は
そ
れ
で
も
近
松
が
現
実
か
ら
虚
構
を
構

築
す
る
と
い
う
メ
タ
演
劇
的
手
法
の
う
ち
に
踏
み
と
ど
ま
り
、「
恥

ず
か
し
い
演
劇
」
へ
の
転
落
を
免
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
映

画
全
体
が
演
劇
様
式
に
支
配
さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
究
極

と
し
て
、
全
篇
に
浄
瑠
璃
が
流
れ
る
木
下
惠
介
監
督
・
脚
本
の
『
楢

山
節
考
』（
一
九
五
八
）
が
存
在
す
る
。『
冥
途
の
飛
脚
』
を
ゆ
る
や

か
に
参
照
し
て
い
る
作
品
と
し
て
、
北
野
武
監
督
・
脚
本
『D

olls

［
ド
ー
ル
ズ
］』（
二
〇
〇
二
）
が
あ
る
。
ア
ヴ
ァ
ン
タ
イ
ト
ル
で
人

形
浄
瑠
璃
が
上
演
さ
れ
た
あ
と
、
忠
兵
衛
と
梅
川
の
人
形
が
人
間
の

よ
う
に
動
き（
人
形
遣
い
た
ち
の
姿
は
見
え
な
い
）、
観
客
に
向
か
っ

て
視
線
を
送
る
。
場
面
が
変
わ
り
、
赤
い
紐
で
つ
な
が
れ
た
ま
ま
道

を
歩
く
菅
野
美
穂
と
西
島
秀
俊
が
現
れ
る
。
こ
の
映
画
は
人
形
た
ち

が
人
間
た
ち
を
見
た
物
語
で
あ
り
、
映
画
全
体
が
人
形
浄
瑠
璃
の
世

界
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
二
作
は
「
恥
ず
か

し
い
演
劇
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

＊
67　

岸
、
前
掲
書
、
八
九
頁
。

＊
68　

同
前
。

＊
69　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
九
巻
、
二
〇
九
頁
。

＊
70　

岸
、
前
掲
書
、
八
九

－

九
〇
頁
。

＊
71　

同
前
。
里
見
弴
が
演
出
し
た
上
演
版
で
も
笑
い
が
起
こ
っ
た
と
述

べ
て
い
る
。

＊
72　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
九
巻
、
二
一
〇
頁
。

＊
73　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
二
一
巻
、
四
〇
三
頁
。

＊
74　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
九
巻
、
四
二
六
頁
。

＊
75　

同
前
、
二
〇
六
頁
。

＊
76　

同
前
、
二
〇
七
頁
。
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＊
77　

同
前
、
二
一
一
頁
。

＊
78　

こ
の
映
画
に
つ
い
て
山
村
自
身
、「
現
代
劇
と
同
じ
感
覚
で
仕
上

げ
た
い
」
と
強
く
主
張
し
、
橋
本
忍
の
シ
ナ
リ
オ
の
一
部
を
改
変
し

た
と
い
う
。
山
村
聰『
迷
走
千
里
―
―
年
々
歳
々
今
を
尊
く
生
き
る
』

廣
済
堂
出
版
、
一
九
九
七
年
、
一
七
五

－

一
七
六
頁
。

＊
79　

R
ussell, op. cit., p.222.

＊
80　

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
九
巻
、
四
二
五
頁
。

＊
81　

エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
『
キ
ュ
ク
ロ
ー
プ
ス
』
中
務
哲
郎
訳
、『
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
二
九
〇

頁
。

＊
82　

中
務
哲
郎
「『
キ
ュ
ク
ロ
ー
プ
ス
』
解
説
」、『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
集
』

第
九
巻
、
三
九
一
頁
。

＊
83　

中
村
秀
之
『
敗
者
の
身
ぶ
り
―
―
ポ
ス
ト
占
領
期
の
日
本
映
画
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
二
五
頁
。

＊
84　

R
ussell, op. cit., p.224.
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The Effects of Sound in Mikio Naruse’s Okuni and Gohei

Kiyoaki Okubo

　This essay attempts to clarify the effects of the sound （e.g. music and voice） in Okuni and Gohei （Okuni 

to Gohei お国と五平）, a Japanese film directed by Mikio Naruse in 1952. Based on Jun’ichiro Tanizaki’s 

one-act play set in the Edo period with the same title in 1922, Okuni and Gohei is one of the most underes-

timated films among Naruse’s films for several reasons, but most notably because of Naruse’s own negative 

view of his own film. Some film critics, Shigehiko Hasumi for example, have praised it, focusing on the vi-

sual aspects （e.g. “a change in space”） but often neglected acoustic ones. However, the sound that affected 

the protagonists is the crucial element in Naruse’s film.

　This essay begins with the last scene where Gohei, a young servant of a widow Okuni, has taken ven-

geance on Tomonojo, the killer of Okuni’s husband. In the deserted pampass-grass field, he hears the sinis-

ter sound of a bamboo flute （shakuhachi） that reminds him of the one that Tomonojo used to play. Where 

does the music come from, and where does it go to? The sound of the bamboo flute is regarded as Gohei’s 

guilt. In the occupation period where “jidai geki”, which praises the feudalistic moral, is strictly prohibited, 

it is necessary to emphasize the revenger’s guilt. But the sound in this film should not be understood only 

in the context of the era. Naruse, by using it, depicts an obsession which transcends the time and space.

　In this film, there is an added scene where Okuni and Gohei put up at an inn and there they watch a pup-

pet play （Ningyo joruri）. No one has mentioned that this puppet play is Koibikyaku Yamato orai 恋飛脚
大和往来 , adapted from Chikamatsu Monzaemon’s famous play The Courier for Hell （Meido no hikyaku 

冥途の飛脚） performed by Bunraku Mitsuwa-kai, a puppet theater group. Naruse, juxtaposing the puppet 

play and the face of Okuni who watches it, depicts meticulously her anxiety and insinuates the relationship 

between Okuni and Gohei. The act in this scene is named “an act of Ninokuchi village （ninokuchi mura no 

dan 新口村の段）”, and it is  interesting that in Tomu Uchida’s film, Chikamatsu’s Love in Osaka （Naniwa 
no koi no monogatari 浪花の恋の物語） in 1959, appears as the same act. Where the adaptation of the 

puppet play in Uchida’s film is more flamboyant and more “melodramatic” in the word of Peter Brooks, 

Naruse’s version, by simply caputuring the puppet play, expresses “an irony” according to Roland Barthes.

     The irony in this film is represented by Tomonojo who is played by So Yamamura. His oddly modern 

manner of acting and speaking is exceptional for jidai geki. In short, he is an outsider in every sense. His 

presence suggests a criticism of the feudal system and the cause for which Okuni and Gohei take ven-

geance. Undoubtedly Naruse understands his character, and for him, the killing of Tomonojo means the de-

nial of the “outside” world. The bamboo flute that haunts Gohei in spite of Tomonojo’s death signifies the 

impossibility of the ending similar to the voice of Kurtz “The Horror” in Apocalypse Now.




