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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

小
津
安
二
郎
の
映
画
作
品
を
巡
っ
て
の
言
及
・
文
献
は
内
外
を
問
わ
ず
数
多
い
。

そ
れ
ら
は
映
画
製
作
に
駆
使
さ
れ
た
技
法
の
み
な
ら
ず
、
小
津
の
人
物
像
、
私
生

活
、
写
真
や
俳
句
、
さ
ら
に
は
愛
用
し
た
帽
子
や
衣
類
、
愛
飲
し
た
お
酒
の
銘
柄

等
々
と
い
っ
た
趣
味
嗜
好
の
考
察
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
う
い
っ
た
事
態
は
も
ち
ろ
ん

小
津
の
映
画
に
多
く
の
人
々
が
魅
了
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
産
物
な
の
で
あ
ろ

う
。
筆
者
も
ま
た
小
津
の
映
画
を
観
る
と
素
朴
に
感
動
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
感

動
の
中
身
を
あ
れ
や
こ
れ
や
と
詮
索
し
始
め
る
と
そ
の
捉
え
ど
こ
ろ
の
無
さ
に
途

方
に
暮
れ
る
。
た
ぶ
ん
筆
者
同
様
多
く
の
人
々
は
そ
の
魅
力
を
、
さ
ら
に
は
魅
力

を
生
み
出
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
言
葉
を
尽
く
し
て
語
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
対

象
は
そ
の
言
葉
の
網
の
目
を
す
る
り
と
抜
け
落
ち
て
ゆ
く
。
小
津
の
映
画
を
観
て

感
動
し
た
、
そ
の
感
動
の
中
身
を
言
葉
で
伝
え
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
い

か
な
い
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

正
面
玄
関
か
ら
入
ろ
う
と
す
る
と
拒
絶
さ
れ
そ
う
な
場
合
、
裏
口
、
勝
手
口
の

方
か
ら
お
邪
魔
を
す
れ
ば
い
か
が
な
も
の
か
。つ
ま
り
、逆
の
方
向
か
ら
ア
プ
ロ
ー

チ
を
試
み
れ
ば
ど
う
か
？　

逆
方
向
と
は
こ
の
場
合
、
小
津
の
映
画
作
品
が
抱
え

る
問
題
点
、
有
体
に
い
え
ば
欠
陥
に
着
目
し
て
み
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
何
か
が
視
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
何
か
と
は
、
人
々
が
小
津

の
映
画
に
魅
了
さ
れ
る
理
由
を
解
く
鍵
で
も
あ
る
。
以
下
、
小
津
の
遺
作
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
作
品
《
秋
刀
魚
の
味
》
を
俎
上
に
載
せ
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
よ
う
。

小
津
安
二
郎
の
映
画
《
秋
刀
魚
の
味
》
を
巡
る
一
考
察
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Ⅱ　

欠
陥
と
み
え
て
し
ま
う
様
々
な
事
例
に
つ
い
て

Ⅱ
―
１　

演
技
が
下
手
？

　

こ
の
作
品
は
娘
の
縁
談
、
嫁
が
せ
た
親
、
こ
の
場
合
は
父
親
で
あ
る
が
、
そ
の

親
の
孤
独
感
が
物
語
展
開
上
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
戦
後
の
小

津
作
品
の
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
て
い
る（

１
）。

私
な
ど
は
観
慣
れ
て
い
る
の

で
か
え
っ
て
気
付
か
な
い
の
だ
が
、学
生
た
ち
に
こ
の
作
品
を
鑑
賞
し
て
も
ら
い
、

そ
の
感
想
を
述
べ
さ
せ
る
と
、
意
表
を
衝
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
昔
の
俳
優
さ

ん
は
皆
さ
ん
演
技
が
下
手
だ
っ
た
の
で
す
ね
」
と
。「
何
を
言
う
ん
だ
、
小
津
の

映
画
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
…
君
ら
は
芸
術
と
い
う
も
の
が
分
か
っ
て
い
る
の

か
！
」
等
と
怒
り
の
セ
リ
フ
が
飛
び
出
し
そ
う
に
な
る
の
を
こ
ら
え
て
、
そ
の
言

い
分
を
考
え
て
み
る
。

　

彼
ら
学
生
は
初
め
て
小
津
の
映
画
に
遭
遇
し
た
わ
け
で
あ
り
、
ふ
だ
ん
観
慣
れ

て
い
る
テ
レ
ビ
の
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
と
比
較
し
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら
も
ホ
ー
ム
ド

ラ
マ
で
あ
る
か
ら
。
現
代
の
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
俳
優
と
い
う
か
、
タ
レ

ン
ト
た
ち
は
、
彼
ら
の
方
が
屈
託
な
く
ナ
チ
ュ
ラ
ル
に
そ
の
役
柄
を
演
じ
て
い
る

よ
う
だ
。
こ
れ
は
正
に
視
聴
者
に
と
っ
て
の
日
常
生
活
の
延
長
の
世
界
で
あ
る
。

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
は
ふ
つ
う
日
常
生
活
の
延
長
の
世
界
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
了
解

す
る
。
小
津
の
映
画
も
、時
代
こ
そ
違
え
ど
も
そ
う
い
う
も
の
だ
と
了
解
さ
れ
る
、

な
れ
ば
こ
そ
、
先
述
の
感
想
が
吐
露
さ
れ
る
。

Ⅱ
―
２　

ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
し
た
表
現
法

　

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
小
津
映
画
に
お
け

る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
欠
落
は
俳
優
の
演
技
の
ぎ
こ
ち
な
さ
、
セ
リ
フ
の
棒
読
み
風

言
い
回
し
に
止
ま
ら
な
い
。
生
涯
独
身
で
あ
っ
た
小
津
は
普
通
の
家
族
の
生
活
を

知
ら
な
い
、
ゆ
え
に
理
想
化
さ
れ
た
イ
デ
ー
と
し
て
の
家
庭
を
描
い
て
し
ま
う
、

と
の
指
摘
が
よ
く
な
さ
れ
る（

２
）。

お
ま
け
に
、
映
画
の
後
段
娘
の
嫁
入
り
仕
度
は
二

階
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
父
や
兄
夫
婦
に
導
か
れ
て
階
段
を
下
り
て
ゆ
く

で
は
な
い
か
（
シ
ー
ン
88
）。
大
事
な
花
嫁
が
滑
り
落
ち
る
と
ど
う
す
る
ん
だ
！

非
常
識
に
も
程
が
あ
ろ
う
に
、
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る（

３
）。

　

同
じ
く
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
小
津
は
職
場
の
描
き

方
も
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
に
陥
る
。
会
社
の
管
理
職
で
あ
る
平
山
（
笠
智
衆
）
も
河
合

（
中
村
伸
郎
）
も
事
務
机
に
向
か
い
、
秘
書
の
差
し
出
す
書
類
に
判
を
押
す
だ
け
、

帰
り
が
け
に
は
行
き
つ
け
の
料
亭
や
居
酒
屋
で
と
り
と
め
の
な
い
会
話
を
仲
間
と

交
わ
す
だ
け
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
そ
れ
も
管
理
職
と
も
な
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
気
楽
な

稼
業
で
も
な
か
ろ
う
に
、
仕
事
の
具
体
的
描
写
や
そ
の
し
ん
ど
さ
は
省
略
、
こ
う

い
う
職
種
は
た
ぶ
ん
外
か
ら
み
れ
ば
こ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
、
そ
の
表
面

的
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
。

　

結
局
、
小
津
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
も
家
族
生
活
も
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
の

で
、
こ
の
よ
う
な
描
き
方
、
抽
象
的
、
理
念
的
な
表
現
法
に
傾
斜
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
実
生
活
を
知
ら
な
い
の
で
、
こ
う
な
る
？　

果
た
し
て
そ
う
か
？

　

戦
後
の
作
品
に
お
い
て
は
、
小
津
の
取
り
上
げ
る
家
庭
は
、《
長
屋
紳
士
録
》

の
よ
う
な
例
外
は
あ
る
に
せ
よ
、階
層
的
に
は
中
の
上
あ
た
り
に
絞
ら
れ
て
く
る
。
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そ
れ
が
ま
た
妙
に
お
上
品
で
鼻
に
つ
く
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
も
「
娘
の
縁

談
」の
よ
う
に
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
し
た
も
の
が
多
い
。
し
か
も
、物
語
展
開
は
淡
々

と
し
た
ス
タ
イ
ル
が
貫
か
れ
、
決
し
て
同
時
代
の
黒
澤
明
の
一
連
の
作
品
群
の
よ

う
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
、ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
は
な
ら
な
い
。
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
し
、

淡
々
と
し
た
物
語
展
開
、
こ
れ
が
小
津
作
品
に
対
し
一
般
に
抱
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ

で
あ
ろ
う（

４
）。

　

登
場
人
物
も
基
本
的
に
は
皆
い
い
人
ば
か
り
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
不
気
味
な
人
物
や
悪
人
、
あ
る
い
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
的
な
人
物
は

登
場
し
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
闖
入
す
れ
ば
、
物

語
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
毀
れ
て
し
ま
う
か
ら
。
こ
の
こ
と
は
山
田
洋
二
監
督
の

《
男
は
つ
ら
い
よ
》
シ
リ
ー
ズ
に
も
該
当
す
る（

５
）。

Ⅱ
―
３　

奇
妙
な
場
面
転
換

　

さ
ら
に
、
学
生
た
ち
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
な
く
て
も
話
が
通
じ
る
無

駄
な
カ
ッ
ト
が
多
す
ぎ
る
の
で
は
と
い
う
事
項
で
あ
っ
た
。
場
面
転
換
で
、
ふ
つ

う
な
ら
ば
フ
ェ
イ
ド
イ
ン
、
フ
ェ
イ
ド
ア
ウ
ト
か
ワ
イ
プ
等
の
手
法
が
用
い
ら
れ

る
箇
所
に
お
い
て
、
小
津
の
場
合
だ
と
、
細
か
い
い
く
つ
か
の
カ
ッ
ト
の
連
続
で

処
理
さ
れ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
？
小
津
映
画
を
観
慣
れ
て
い
る
私
に
は
自
然
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
表
現
法
が
、彼
ら
に
は
違
和
感
を
呼
び
起
こ
す
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
同
窓
生
た
ち
の
寸
志
を
届
け

に「
燕
来
軒
」を
訪
れ
た
平
山
が
偶
然
か
つ
て
の
部
下
坂
本
と
出
会
い
、彼
に
誘
わ

れ
ト
リ
ス
・
バ
ア
「
か
お
る
」
に
行
く
ま
で
の
連
続
カ
ッ
ト
の
使
用
例
で
あ
る（

６
）。

　
　

①　
「
燕
来
軒
」
の
看
板
、
そ
れ
に
灯
が
入
る
。

　
　

②　

同
夜
、
街
の
灯
入
れ
看
板
二
、三
、　

そ
こ
に
ジ
ャ
ズ
が
流
れ
て
…

　
　

③　

同
夜
、バ
ア「
か
お
る
」の
灯
入
看
板
、　

ジ
ャ
ズ
に
重
な
っ
て
軍
艦
マ
ー

チ
が
聞
こ
え
て
い
る
。

　
　

④　

同　

店
内
（
小
さ
な
ト
リ
ス
・
バ
ア
）
レ
コ
ー
ド
の
軍
艦
マ
ー
チ
…
。

Ⅱ
―
４　

時
代
背
景
に
対
す
る
無
関
心

　

こ
の
映
画
が
生
ま
れ
た
一
九
六
二
年
と
は
、
ど
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
か
。
日

本
経
済
は
ち
ょ
う
ど
高
度
成
長
期
に
差
し
掛
か
っ
た
頃
、
と
同
時
に
、
政
治
的
・

社
会
的
諸
問
題
や
矛
盾
が
山
積
し
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
い

う
事
件
と
は
無
縁
に
時
が
淡
々
と
経
過
し
て
ゆ
く
平
和
な
日
常
生
活
が
展
開
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
小
津
は
当
時
の
社
会
が
直
面
し
て
い
た
切
実
な
政
治
的
・
社
会
的

課
題
に
は
一
切
関
与
し
な
い
作
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
現
実
と
格
闘
し
な
い
、
思

想
性
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
有
さ
な
い
作
家
で
あ
っ
た
の
か
？

Ⅱ
―
５　

架
空
の
街

　

理
念
化
、
抽
象
化
と
い
っ
た
特
徴
は
「
街
の
景
観
」
に
お
い
て
も
ま
た
然
り
。

現
実
に
は
お
そ
ら
く
雑
然
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
街
の
景
観
も
美
し
く
フ
ォ
ト

ジ
ェ
ニ
ッ
ク
に
切
り
取
ら
れ
、
一
点
も
揺
る
が
せ
に
で
き
な
い
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な

構
図
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
小
津
の
描
く
街
は
決
し
て
現
実
の
街
、
現
実

に
昭
和
の
時
代
に
実
在
し
て
い
た
街
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
を
観
客
に
髣
髴
さ
せ

る
が
存
在
し
な
い
街
（N

ever-N
ever Land

）
で
し
か
な
い
。
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Ⅲ　

再
検
討

　

小
津
安
二
郎
の
映
画
が
は
ら
む
問
題
点
や
欠
陥
を
あ
え
て
列
記
し
て
み
た
。
た

だ
し
、
そ
れ
ら
を
あ
げ
つ
ら
う
た
め
に
そ
う
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
存

在
こ
そ
が
、
我
々
を
ひ
き
つ
け
魅
了
す
る
要
素
、
映
画
美
的
要
素
と
直
結
し
て
い

る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
今
一
度
、
逐
次
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
俳
優
た
ち
は
本
当
に
下
手
で
あ
っ
た
の
か
？　

小
津
映
画
と
い
え
ば
笠

智
衆
で
あ
ろ
う
。
彼
は
戦
前
よ
り
小
津
映
画
の
常
連
俳
優
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
ワ

キ
を
務
め
て
お
り
、
戦
後
は
主
役
級
に
昇
格
す
る
。
棒
読
み
セ
リ
フ
の
言
い
回
し

の
典
型
と
も
い
え
る
こ
の
上
手
い
の
か
下
手
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
俳
優
が
戦

後
に
お
い
て
は
常
に
重
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
多
分
、
昔
の
俳
優
は
下
手
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
っ
た
印
象
に
つ
な
が
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
村
伸
郎
や
杉

村
春
子
、
東
野
英
治
郎
と
い
っ
た
上
手
い
俳
優
た
ち
も
ワ
キ
を
固
め
て
い
た
わ
け

だ
か
ら
、
こ
の
印
象
は
必
ず
し
も
全
て
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

長
男
（
幸
一
）
役
の
佐
田
啓
二
、
長
男
の
妻
（
秋
子
）
役
の
岡
田
茉
莉
子
、
長
女

（
路
子
）
役
の
岩
下
志
麻
、
次
男
（
和
夫
）
役
の
三
上
真
一
郎
と
い
っ
た
俳
優
た

ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
柄
が
役
の
中
に
に
じ
み
出
て
よ
い
持
ち
味
を
出
し
て
は
い

る
の
だ
が
、
純
粋
に
演
技
術
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
と
て
も
上
手
い
と

は
言
い
難
い
。
こ
の
件
に
関
し
て
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
小

津
が
上
手
い
俳
優
た
ち
の
演
技
の
突
出
を
嫌
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
特
に
杉

村
春
子
な
ど
は
、
本
来
、
監
督
に
演
技
の
突
出
ぶ
り
を
愛
で
ら
れ
、
作
品
中
に
生

か
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
俳
優
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、成
瀬
巳
喜
男
監
督
の
作
品《
晩

菊
》
の
よ
う
に
。
し
か
し
、
突
出
を
嫌
う
小
津
は
杉
村
に
、
そ
の
上
手
さ
を
踏
ま

え
た
上
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
上
手
さ
よ
り
調
和
を
求
め
る
。
個
々
の
上
手
さ

の
競
い
合
い
よ
り
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
、
競
奏（

７
）よ

り
協
奏
を
、
で
あ
る
。

　

小
津
の
映
画
に
お
い
て
俳
優
た
ち
の
演
技
が
微
妙
に
ぎ
こ
ち
な
く
生
気
を
欠
く

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
小
津
が
彼
ら
に
厳
し
く
ア
ド
リ
ブ
を
禁
じ
て
い
る

こ
と
に
も
よ
る
。
ア
ド
リ
ブ
的
な
仕
草
や
セ
リ
フ
回
し
が
加
わ
っ
て
こ
そ
、
生
き

生
き
と
し
た
演
技
が
引
き
出
せ
る
の
に
、
そ
れ
を
禁
ず
る
と
当
然
棒
読
み
風
セ
リ

フ
の
言
い
回
し
と
ぎ
こ
ち
な
い
演
技
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
る
。
己
の
作
る
映
像

か
ら
猥
雑
物
を
一
切
排
除
し
よ
う
と
す
る
小
津
の
潔
癖
症
的
な
美
学
が
、
俳
優
た

ち
の
会
話
や
演
技
の
自
然
さ
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
も
厭
わ
な
い
。《
東
京
物
語
》

撮
影
の
折
、
本
読
み
が
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
徐
々
に
生
気
を
失
っ
て
ゆ
く
の
を
目

の
辺
り
に
し
、
助
監
督
を
務
め
て
い
た
今
村
昌
平
は
小
津
の
下
を
去
る
。
小
津
監

督
の
下
で
は
学
べ
な
い
、
今
村
の
よ
う
な
映
像
作
家
で
あ
れ
ば
当
然
の
判
断
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

小
津
は
調
和
を
愛
で
淡
々
と
し
た
日
常
生
活
を
描
く
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
些
細
な
不
調
和
が
主
人
公
平
山
の
心
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
る
。

た
と
え
ば
、
シ
ー
ン
57
に
お
い
て
、
料
亭
「
若
松
」
の
小
座
敷
内
で
泥
酔
し
て
い

る
元
漢
文
教
師
佐
久
間
（
東
野
英
治
郎
）
を
前
に
、
河
合
は
言
う
。「
お
前
も
気

を
付
け
な
い
と
、
こ
う
な
る
ぞ
」。
さ
ら
に
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
「
路
子
ち
ゃ

ん
が
ヒ
ョ
ー
タ
ン
の
娘
み
た
い
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
す
る
ん
だ
」
と（

８
）。
こ
れ
は
料

亭
内
で
の
あ
り
ふ
れ
た
会
話
シ
ー
ン
で
は
あ
る
が
、
河
合
の
平
山
に
対
す
る
さ
り

げ
な
く
皮
肉
を
込
め
た
友
情
あ
る
説
得
で
も
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
平
山
の
心
を
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打
ち
、
娘
の
縁
談
を
急
が
せ
る
方
向
に
導
く
。

　

調
和
の
中
の
さ
さ
や
か
な
不
調
和
、
そ
れ
は
ま
た
さ
り
げ
な
く
無
残
さ
、
残
酷

さ
を
描
く
（
シ
ー
ン
21
～
27
）。
銀
座
裏
の
小
料
理
屋
で
催
さ
れ
た
旧
制
中
学
の

同
窓
会
、
出
席
者
は
ほ
ぼ
社
会
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
ば
か
り
、
そ
れ
だ
け
に
招
待
さ

れ
た
元
漢
文
教
師
佐
久
間
の
落
魄
ぶ
り
が
際
立
つ
。
教
え
子
た
ち
の
勧
め
る
ま
ま

に
意
地
汚
く
お
酒
を
飲
み
泥
酔
す
る
佐
久
間
、
そ
の
佐
久
間
を
家
ま
で
車
で
送
る

河
合
と
平
山
、
彼
ら
が
去
っ
た
後
、「
あ
い
つ
鱧
食
っ
た
こ
と
な
い
の
か
な
、
字

だ
け
知
っ
て
や
が
っ
て
」
と
揶
揄
す
る
同
窓
生
た
ち
…
。
さ
ら
に
、
佐
久
間
の
自

宅
は
場
末
の
ラ
ー
メ
ン
屋
「
燕
来
軒
」、
そ
の
薄
汚
れ
た
看
板
が
わ
び
し
さ
を
醸

し
出
す
。
応
対
す
る
の
は
、
同
窓
会
の
席
上
で
「
…
綺
麗
な
可
愛
い
お
嬢
さ
ん
」

と
言
及
さ
れ
た
娘
で
あ
る
が
、
今
で
は
少
々
つ
っ
け
ん
ど
ん
な
中
年
の
オ
バ
サ

ン
（
杉
村
春
子
）
と
化
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
彼
ら
が
去
っ
た
後
、父
と
娘
の
、

ま
ま
老
い
ゆ
く
孤
独
な
情
景
が
淡
々
と
描
か
れ
る
。
小
津
は
残
酷
さ
を
平
熱
で
描

く
作
家
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
な
く
て
も
話
が
通
じ
る
は
ず
の
場
面
転
換
の
手
法
、
つ
ま
り
短
い
カ
ッ

ト
が
連
続
す
る
先
述
の
具
体
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ラ
ー
メ
ン
屋
「
燕
来
軒
」

の
店
内
か
ら
ト
リ
ス
・
バ
ア
「
か
お
る
」
へ
移
行
す
る
ま
で
の
連
続
カ
ッ
ト
シ
ー

ン
を
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
。

　

こ
の
一
連
の
描
写
に
よ
っ
て
映
画
は
、
観
客
を
視
覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
、
意

識
と
無
意
識
の
境
界
閾
へ
と
誘
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
在
っ
て
も
無
く
て
も
い
い

よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
が
、
や
は
り
な
く
て
は
困
る
何
か
？
を
示
唆
す
る
。
そ
の

何
か
は
、
小
津
映
画
で
用
い
ら
れ
る
音
楽
、
い
わ
ゆ
る
映
画
音
楽
や
環
境
音
に
も

当
て
は
ま
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
さ
り
げ
な
く
目
立
た
な
い
。
も
っ
と
も
、

バ
ア
「
か
お
る
」
で
鳴
り
響
く
軍
艦
マ
ー
チ
は
特
異
な
例
外（

９
）で

あ
る
が
。

　

戦
後
の
小
津
映
画
で
音
楽
を
担
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
作
曲
家
・
斎
藤
高
順

に
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
試
み
た
片
山
杜
秀）

（1
（

に
よ
る
と
、
小
津
に
と
っ
て
映
画
で

用
い
ら
れ
る
音
楽
と
は
お
天
気
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。「
天
気
の
い

い
音
楽
」
論
に
よ
る
と
、
音
楽
は
そ
の
場
面
の
情
景
に
あ
か
ら
さ
ま
に
感
情
移
入

を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
さ
り
と
て
無
く
て
は
困
る
何
か
、
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
登
場
人
物
の
心
情
に
か
か
わ
り
な
く
太
陽
が
照
る
風
が
吹
く
雨
が
降

る
、
お
天
気
の
よ
う
な
も
の
と
形
容
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
曲
家
に
要
求
さ

れ
る
の
も
そ
う
い
っ
た
類
の
音
楽
、
さ
り
げ
な
く
目
立
た
な
い
観
客
の
印
象
に
も

あ
ま
り
残
ら
な
い
音
楽
な
の
だ
。
印
象
が
薄
い
と
い
う
事
情
ゆ
え
、
小
津
映
画
を

巡
っ
て
の
膨
大
な
文
献
中
、
音
楽
に
言
及
さ
れ
た
も
の
は
数
少
な
い）

（（
（

。

　

戦
後
の
小
津
映
画
に
お
い
て
音
楽
を
担
当
し
た
作
曲
家
を
列
記
し
て
み
る
。

　
　
《
長
屋
紳
士
録
》
一
九
四
七
年　
　
　

斎
藤
一
郎

　
　
《
風
の
中
の
牝
鶏
》
一
九
四
八
年　
　

伊
藤
宜
二

　
　
《
晩
春
》
一
九
四
九
年　
　
　
　
　
　

伊
藤
宜
二

　
　
《
宗
方
姉
妹
》
一
九
五
〇
年　
　
　
　

斎
藤
一
郎

　
　
《
麦
秋
》
一
九
五
一
年　
　
　
　
　
　

伊
藤
宜
二）

（1
（

　
　
《
お
茶
漬
け
の
味
》
一
九
五
二
年　
　

斎
藤
一
郎

　
　
《
東
京
物
語
》
一
九
五
三
年　
　
　
　

斎
藤
高
順

　
　
《
早
春
》
一
九
五
六
年　
　
　
　
　
　

斎
藤
高
順
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《
東
京
暮
色
》
一
九
五
七
年　
　
　
　

斎
藤
高
順

　
　
《
彼
岸
花
》
一
九
五
八
年　
　
　
　
　

斎
藤
高
順

　
　
《
お
早
う
》
一
九
五
九
年　
　
　
　
　

黛
敏
郎

　
　
《
浮
草
》
一
九
五
九
年　
　
　
　
　
　

斎
藤
高
順

　
　
《
秋
日
和
》
一
九
六
〇
年　
　
　
　
　

斎
藤
高
順

　
　
《
小
早
川
家
の
秋
》
一
九
六
一
年　
　

黛
敏
郎

　
　
《
秋
刀
魚
の
味
》
一
九
六
二
年　
　
　

斎
藤
高
順

　

斎
藤
高
順
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
興
味
深
い
例
外
は
黛
敏
郎
が
手

掛
け
た
二
作
品
《
お
早
う
》《
小
早
川
家
の
秋
》
で
あ
る
。
特
に
音
楽
の
面
白
い

使
わ
れ
方
が
み
ら
れ
る
の
は
《
お
早
う
》
で
あ
る
。
映
画
の
冒
頭
、い
き
な
り
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
交
響
曲
第
四
一
番
「
ジ
ュ
ピ
タ
ー
」
の
開
始
部
分
と
思
し
き
響
き
が

奏
で
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
や
ら
、
オ
ナ
ラ
の
比
喩
で
あ
る
ら
し
い
。
こ

の
映
画
は
子
供
た
ち
の
オ
ナ
ラ
遊
び
が
主
た
る
テ
ー
マ
で
あ
る
か
ら
。
こ
こ
で
の

音
楽
は
小
津
作
品
に
と
っ
て
は
、
稚
気
あ
ふ
れ
る
例
外
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

で
は
、
あ
ま
り
目
立
た
な
い
音
楽
を
主
に
担
当
し
た
斎
藤
高
順
は
、
作
曲
家
と

し
て
常
に
消
極
的
な
音
楽
ば
か
り
を
書
い
た
人
で
あ
っ
た
の
か
？　

彼
の
作
曲
家

と
し
て
の
経
歴
を
記
し
て
み
よ
う
。

　
　

斎
藤
高
順

　
　

一
九
二
四
年
、
一
二
月
八
日
、
東
京
生
れ
。

　
　

一
九
四
九
年　

東
京
音
楽
学
校
研
究
科
修
了
。

　
　

作
曲
を
池
内
友
次
郎
、
信
時
潔
に
師
事
。

歌
曲
、
合
唱
曲
、
吹
奏
楽
の
た
め
の
作
品
を
中
心
に
作
曲
活
動
を
行
う
。
作

品
に
、
歌
曲
集
《
風
鐸
》《
春
の
な
だ
れ
》、
混
声
合
唱
曲
《
岩
魚
》、
混
声

合
唱
組
曲
《
ト
パ
ア
ズ
の
旋
律
》、
交
響
詩
《
か
け
が
え
の
な
い
地
球
》、
行

進
曲
《
輝
く
栄
冠
》《
銀
河
を
超
え
て
》、《
サ
ク
ソ
フ
ォ
ー
ン
四
重
奏
曲
》

な
ど）

（1
（

。

　
　

そ
の
他
、
行
進
曲
《
ブ
ル
ー
イ
ン
パ
ル
ス
》
な
ど
。

航
空
自
衛
隊
に
招
聘
さ
れ
、
一
九
七
二
年
か
ら
一
九
七
六
年
ま
で
、
航
空
自

衛
隊
音
楽
隊
長
、
一
等
空
佐
を
務
め
、
そ
の
後
警
視
庁
音
楽
隊
長
を
務
め
る
。

　
　

二
〇
〇
四
年
、
四
月
一
一
日　

没
。

　

決
し
て
地
味
な
作
曲
家
人
生
を
歩
ん
で
き
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
な
経
歴
の
持

ち
主
が
た
ま
た
ま
目
立
た
な
い
音
楽
を
担
当
し
た
わ
け
で
あ
る
。

Ⅳ　

小
津
の
景
観
論

　

小
津
映
画
に
出
現
す
る
「
在
り
え
な
い
と
さ
れ
る
街
の
景
観
」
に
つ
い
て
再
度

考
察
し
て
み
る
。
小
津
の
映
画
に
お
い
て
は
観
客
を
意
識
と
無
意
識
の
境
界
閾
へ

と
誘
う
「
街
の
景
観
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ふ
つ
う
現

実
の
街
の
景
観
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
商
店
街
な
ど
を

歩
く
と
、
ポ
ス
タ
ー
が
張
ら
れ
た
電
柱
が
立
ち
並
び
、
空
を
見
上
げ
る
と
電
線
が
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無
秩
序
に
交
錯
し
、
商
店
の
看
板
が
こ
れ
ま
た
雑
然
と
自
己
主
張
し
、
商
品
が
店

か
ら
歩
道
に
は
み
出
し
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
普
段
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
無
視
し
て
通

過
す
る
。
し
か
し
改
め
て
観
察
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
と
感
じ
入
る
。

　

哲
学
者
・
中
島
義
道）

（1
（

は
そ
れ
を
醜
悪
な
景
観
で
あ
る
と
み
る
。
中
島
に
は
そ
れ

が
我
慢
な
ら
な
い
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
押
し
進
め
て
い
く
と
、
秩
序
を

回
復
す
る
方
向
へ
の
街
の
改
造
計
画
へ
と
行
き
着
く
。
電
柱
を
撤
去
し
、
電
線
は

地
下
に
埋
設
す
べ
き
で
あ
り
、商
店
は
秩
序
立
っ
た
形
に
再
配
置
す
べ
き
で
あ
り
、

道
路
幅
を
拡
張
し
歩
道
と
車
道
を
峻
別
す
べ
き
で
あ
る
と
。

　

だ
が
こ
れ
と
は
逆
の
見
方
も
あ
り
う
る
。
矢
部
史
郎）

（1
（

は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
都
市

計
画
の
中
に
あ
る
種
の
悪
夢
を
見
る
。
矢
部
の
感
性
は
、
整
然
と
秩
序
立
っ
た
機

能
的
に
過
ぎ
る
街
並
み
に
居
心
地
の
悪
さ
、
非
人
間
性
を
感
じ
取
る
。
反
対
に
、

雑
然
と
し
た
街
並
み
、
狭
く
曲
が
り
く
ね
っ
た
よ
う
な
路
地
裏
に
あ
る
種
の
安
ら

ぎ
を
感
じ
る
と
。
京
都
や
奈
良
な
ど
の
観
光
地
で
よ
く
見
ら
れ
る
光
景
、
電
柱
を

取
り
去
り
、
電
線
を
地
下
に
埋
設
し
、
地
上
に
は
見
栄
え
の
良
い
旧
家
風
の
家
屋

が
整
然
と
立
ち
並
ぶ
光
景
、
こ
れ
な
ど
は
ウ
ソ
臭
い
映
画
の
セ
ッ
ト
、
観
光
客
へ

の
媚
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
と
矢
部
は
み
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
延
長
線
上

に
、
た
ぶ
ん
坂
口
安
吾
の
『
堕
落
論
』
の
思
想
が
来
る
。

　

で
は
、
小
津
は
街
の
景
観
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
か
。
小
津
の
景
観

論
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
景
観
を
彼
は
レ
ン
ズ
を
通
し
て
美
し
く

切
り
取
る
。
レ
ン
ズ
は
彼
の
美
意
識
の
フ
ィ
ル
タ
ー
と
な
る
。
フ
ィ
ル
タ
ー
で
濾

過
さ
れ
た
景
観
が
組
み
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
。
現
実
に
あ
っ
て
は
乱
雑
の
極
み
で
あ

る
よ
う
な
電
線
の
交
錯
も
、
絵
画
の
比
喩
を
借
り
る
と
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
抽
象

画
の
よ
う
に
美
し
く
切
り
取
ら
れ
る
。
路
地
裏
の
情
景
も
、
壁
に
貼
ら
れ
た
映
画

の
ポ
ス
タ
ー
も
、
修
正
の
余
地
の
な
い
小
道
具
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
室
内
シ
ー

ン
の
場
合
と
同
様
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
切
り
取
ら
れ
る
。

　

小
津
好
み
の
構
図
は
Ｔ
字
型
で
あ
る
。
街
の
シ
ー
ン
で
は
、
路
地
に
カ
メ
ラ
が

設
定
さ
れ
、
そ
の
先
に
路
地
が
無
限
に
続
く
の
で
は
な
く
、
正
面
は
塀
か
店
舗
な

ど
で
遮
ら
れ
行
き
止
ま
り
と
な
る
。
塀
、
店
舗
の
手
前
に
道
が
走
っ
て
お
り
、
そ

こ
を
人
や
車
が
行
き
交
う
。
さ
ら
に
、
カ
メ
ラ
が
設
定
さ
れ
た
両
側
は
、
バ
ア
や

喫
茶
店
な
ど
が
立
ち
並
ぶ
。

　

室
内
シ
ー
ン
で
は
、
廊
下
に
カ
メ
ラ
が
設
定
さ
れ
、
廊
下
の
先
は
玄
関
の
扉
あ

る
い
は
台
所
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
視
線
は
遮
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

カ
メ
ラ
の
両
側
は
居
間
や
階
段
、
ガ
ラ
ス
戸
で
仕
切
ら
れ
た
庭
な
ど
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
美
し
く
組
み
立
て
ら
れ
た
街
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
室
内
の
イ
メ
ー
ジ

同
様
、
も
は
や
現
実
の
光
景
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
小
津
の
美
意
識
が
作
り

上
げ
た
架
空
の
街
（N

ever-N
ever-Land

）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
観
客
を
陶

然
と
さ
せ
る
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
過
去
を
美
化
し
、
美
化
さ
れ
た
架
空
の
世
界
に

わ
れ
わ
れ
は
魅
了
さ
れ
る
。

Ⅴ　
「
モ
ノ
」
ど
も
の
自
己
主
張

　
《
秋
刀
魚
の
味
》
の
一
回
限
り
の
鑑
賞
に
あ
っ
て
は
、
表
層
的
な
物
語
展
開
、
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娘
の
縁
談
と
い
う
話
の
陰
に
隠
れ
て
あ
ま
り
気
付
か
な
い
の
だ
が
、
愛
読
書
に
接

す
る
よ
う
に
こ
の
映
画
を
複
数
回
丹
念
に
読
み
込
む
と
、「
モ
ノ
」
の
存
在
感
に

引
き
込
ま
れ
魅
了
さ
れ
る
。
室
外
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
塀
に
貼
ら
れ
た
映
画
の

ポ
ス
タ
ー
、
喫
茶
店
や
バ
ア
、
居
酒
屋
の
看
板
等
々
、
室
内
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
、

卓
上
に
置
か
れ
た
湯
飲
み
や
お
銚
子
、
ビ
ー
ル
瓶
、
棚
に
さ
り
げ
な
く
置
か
れ
た

陶
器
製
の
人
形
や
高
級
そ
う
な
小
型
テ
レ
ビ
、
こ
れ
ら
の
「
モ
ノ
」
ど
も
が
自
己

を
主
張
し
始
め
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
偶
然
を
装
っ
た
必
然
、
そ
の
配
置
は
一
点

も
揺
る
が
せ
に
は
で
き
な
い
。

　

そ
う
い
っ
た
「
モ
ノ
」
に
よ
る
自
己
主
張
の
ル
ー
ツ
を
辿
る
と
、
戦
前
、
サ
イ

レ
ン
ト
映
画
時
代
の
作
品
群
に
行
き
着
く
。
小
津
の
映
画
監
督
と
し
て
の
キ
ャ
リ

ア
は
無
声
映
画
時
代
に
始
ま
る
。

　
　

小
津
の
無
声
映
画
リ
ス
ト
（
一
九
二
七
～
一
九
三
六
）

　
　
「
懺
悔
の
刃
」（
一
九
二
七
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
若
人
の
夢
」（
一
九
二
八
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
女
房
紛
失
」（
一
九
二
八
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
カ
ボ
チ
ャ
」（
一
九
二
八
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
引
越
し
夫
婦
」（
一
九
二
八
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
肉
体
美
」（
一
九
二
八
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
宝
の
山
」（
一
九
二
九
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
学
生
ロ
マ
ン
ス　

若
き
日
」（
一
九
二
九
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
和
製
喧
嘩
友
達
」（
一
九
二
九
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
大
学
は
出
た
け
れ
ど
」（
一
九
二
九
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
会
社
員
生
活
」（
一
九
二
九
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
突
貫
小
僧
」（
一
九
二
九
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
結
婚
学
入
門
」（
一
九
三
〇
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
朗
ら
か
に
歩
め
」（
一
九
三
〇
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
落
第
は
し
た
け
れ
ど
」（
一
九
三
〇
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
そ
の
夜
の
妻
」（
一
九
三
〇
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
エ
ロ
神
の
怨
霊
」（
一
九
三
〇
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
足
に
触
つ
た
幸
運
」（
一
九
三
〇
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
お
嬢
さ
ん
」（
一
九
三
〇
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
淑
女
と
髯
」（
一
九
三
一
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
美
人
哀
愁
」（
一
九
三
一
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
東
京
の
合
唱
（
コ
ー
ラ
ス
）」（
一
九
三
一
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
春
は
御
婦
人
か
ら
」（
一
九
三
二
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
大
人
の
見
る
繪
本　

生
ま
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
」（
一
九
三
二
年
）

　
　

フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
」（
一
九
三
二
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
ま
た
逢
ふ
日
ま
で
」（
一
九
三
二
年
）
フ
ィ
ル
ム　

無

　
　
「
東
京
の
女
」（
一
九
三
三
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
非
常
線
の
女
」（
一
九
三
三
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
出
来
ご
こ
ろ
」（
一
九
三
三
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有

　
　
「
母
を
恋
は
ず
や
」（
一
九
三
四
年
）
フ
ィ
ル
ム　

有
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「
浮
草
物
語
」（
一
九
三
四
年
）
フ
ィ
ル
ム　

モ
ノ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
版
と
し

て
製
作
さ
れ
た
が
、
サ
イ
レ
ン
ト
版
の
み　

有

　
　
「
箱
入
り
娘
」（
一
九
三
五
年
）
フ
ィ
ル
ム
（
モ
ノ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
版
）
無

　
　
「
東
京
の
宿
」（
一
九
三
五
年
）
フ
ィ
ル
ム
（
モ
ノ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
版
）
有

　
　
「
大
学
よ
い
と
こ
」（
一
九
三
六
年
）
フ
ィ
ル
ム
（
モ
ノ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
版
）

　
　

無

　

ト
ー
キ
ー
映
画
《
一
人
息
子
》（
一
九
三
六
）
を
撮
る
の
は
、
約
三
五
作
の
サ

イ
レ
ン
ト
映
画
を
経
て
後
の
こ
と
で
あ
る
。「
モ
ノ
」
ど
も
の
自
己
主
張
の
ル
ー

ツ
は
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
の
手
法
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
に
お
い

て
は
、「
モ
ノ
」
に
つ
い
て
の
短
い
シ
ョ
ッ
ト
が
人
の
心
の
状
態
を
暗
喩
的
に
指

示
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
煮
え
た
ぎ
る
ポ
ッ
ト
が
怒
り
を
表
現
す
る
よ

う
に
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
に
お
け
る
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
の
よ
う
に
、
当
時
の
映
画

通
の
間
で
は
こ
の
よ
う
な
寓
意
的
表
現
が
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。

　

小
津
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
映
画
、
と
り
わ
け
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ビ
ッ
チ
監
督
の

一
連
の
作
品
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
。
人
の
心
の
機
微
を
ス
マ
ー
ト
に
表
現
す

る
技
術
は
今
日
、ル
ビ
ッ
チ
・
タ
ッ
チ
と
称
さ
れ
る
。軽
妙
洒
脱
な
ル
ビ
ッ
チ
・
タ
ッ

チ
を
取
り
込
ん
だ
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
を
こ
の
時
代
、
多
数
撮
っ
て
い
る）

（1
（

。
そ
れ
ら

諸
作
品
は
、
戦
後
の
巨
匠
風
の
作
品
群
と
は
対
照
的
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
実
験
精
神

に
満
ち
て
い
る
。
で
は
、
戦
前
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
小
津
と
戦
後
の
折
り
目
正
し
い
小

津
と
の
「
折
り
合
い
」
を
ど
の
よ
う
に
付
け
れ
ば
よ
い
の
か
？

Ⅵ　
「
表
現
」
か
ら
「
象
徴
」
へ
の
昇
格

　

も
ち
ろ
ん
、
戦
後
の
作
品
群
に
お
い
て
も
、
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
に
培
わ
れ
た
手

法
は
様
々
な
箇
所
に
現
れ
る
。会
話
シ
ー
ン
に
お
け
る
短
い
カ
ッ
ト
の
切
り
返
し
、

常
に
発
話
し
て
い
る
人
物
の
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
か
ら
の
撮
影
、「
モ
ノ
」
や
風
景
に

つ
い
て
の
短
い
シ
ョ
ッ
ト
の
挿
入
、
た
と
え
ば
、
映
画
の
ラ
ス
ト
近
く
の
娘
が
嫁

い
だ
後
の
無
人
の
部
屋
、
無
人
の
階
段
、《
晩
春
》
に
お
け
る
壺
の
シ
ョ
ッ
ト
等
々

と
い
っ
た
具
合
に
。

　

こ
れ
ら
短
い
シ
ョ
ッ
ト
は
戦
前
の
サ
イ
レ
ン
ト
諸
作
品
に
お
い
て
は
、
先
述
し

た
よ
う
に
明
確
な
「
意
味
」
を
付
与
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
何
か
を
表
現
す
る

手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
戦
後
の
諸
作
品
に
お
い
て
は
、
意
識
と
無

意
識
と
の
境
界
閾
へ
と
観
客
を
誘
導
す
る
役
割
を
果
た
す
。
そ
れ
ら
を
観
客
は
さ

ほ
ど
意
識
す
る
こ
と
な
く
記
憶
の
中
に
か
す
か
な
痕
跡
と
し
て
止
め
る
。
そ
の
痕

跡
の
作
用
こ
そ
が
、
小
津
作
品
に
我
々
を
魅
了
さ
せ
る
要
素
と
な
り
う
る
。
同
様

の
こ
と
は
音
楽
に
つ
い
て
も
音
響
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
表
現
を
放
棄
し
た
こ
れ

ら
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
映
画
の
レ
ト
リ
ッ
ク
、
綾
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
だ
が
、
そ

れ
ら
シ
ョ
ッ
ト
が
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
言
葉
の
網
で
捕
捉
し
よ
う
と
す
る

と
、
ど
う
も
う
ま
く
ゆ
か
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
観
客
に
は
無
意
味
な
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
み
え
よ
う
と
も
作
り
手

は
意
図
的
に
挿
入
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
意
味
を
剥
奪
さ
れ
た
短
い
シ
ョ
ッ
ト

の
挿
入
は
小
津
の
さ
さ
や
か
な
実
験
精
神
の
産
物
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
そ
れ

ら
は
意
味
を
剥
奪
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、「
表
現
」で
は
な
く「
象
徴
」と
化
し
て
い
る
。
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そ
の
好
例
は
《
晩
春
》
に
お
け
る
「
壺
」
の
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し

て
は
従
来
か
ら
多
く
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
映
画
の「
壺
」の
シ
ョ
ッ

ト
に
至
る
ま
で
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
に
何
か
父
と
娘
の
間
に
秘
め
ら
れ
た

性
的
な
関
係
、
エ
レ
ク
ト
ラ
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
も
の
が
推
測
さ
れ
て

も
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
は
観
る
側
の
心
を

映
す
鏡
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。
小
津
も
台
本
で

は
け
っ
こ
う
艶
っ
ぽ
い
セ
リ
フ
を
挿
入
す
る
の
だ
が
、
映
像
表
現
に
お
い
て
は
性

的
描
写
は
一
切
試
み
な
い
。
小
津
は
エ
ロ
ス
を
表
現
し
な
い
、
で
き
な
い
作
家
で

あ
っ
た
。

　

小
津
の
戦
後
の
一
連
の
作
品
を
通
し
て
観
る
と
、
奇
妙
な
こ
と
に
気
付
く
。
登

場
人
物
は
全
員
汗
を
か
か
な
い
。「
暑
い
、暑
い
」と
扇
や
団
扇
で
仰
ぎ
な
が
ら
も
、

彼
ら
彼
女
ら
の
肌
に
は
一
滴
の
汗
も
浮
か
ん
で
は
お
ら
ず
、
蝋
人
形
の
肌
の
よ
う

に
ツ
ル
ツ
ル
な
の
で
あ
る
。
汗
は
不
潔
、
汗
は
生
々
し
い
肉
体
、
そ
れ
ゆ
え
エ
ロ

ス
と
直
結
す
る
、
と
い
う
次
第
だ
。
小
津
は
性
的
潔
癖
症
の
作
家
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
を
映
画
評
論
家
・
佐
藤
忠
男
は
映
画
《
東
京
の
女
》
を
論
じ
た
箇
所
で
鋭

く
指
摘
す
る
。

　

こ
の
作
品
を
い
ま
見
て
思
う
こ
と
は
、
岡
田
嘉
子
の
演
じ
る
姉
が
、
党
の

資
金
稼
ぎ
と
い
う
よ
う
な
大
義
名
分
が
あ
る
に
し
て
も
、
売
春
を
し
て
い
る

に
し
て
は
あ
ま
り
悪
び
れ
ず
、
堂
々
と
し
て
い
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
の
ち
の
「
風
の
中
の
牝
鶏
」
の
主
婦
売
春
の
く
だ
り
で
も
そ
う
で
あ
る

が
、
小
津
は
、
不
潔
な
行
為
、
下
品
な
行
為
、
不
潔
感
の
あ
る
行
為
と
い
う

も
の
を
リ
ア
ル
に
描
き
出
す
こ
と
の
つ
い
に
出
来
な
か
っ
た
監
督
な
の
で
あ

る
。
画
面
を
美
し
く
整
然
と
、
と
と
の
え
る
こ
と
を
な
に
よ
り
も
大
事
に
し

た
彼
は
、
歪
ん
だ
、
お
ど
お
ど
し
た
表
情
す
ら
描
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
欠
点
で
あ
る
が
、そ
の
極
端
な
潔
癖
感
こ
そ
が
、

彼
の
美
学
の
土
台
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る）

（1
（

。

　

小
津
は
、実
生
活
上
の
リ
ア
リ
ズ
ム
よ
り
も
己
の
美
学
的
見
地
を
優
先
さ
せ
る
。

そ
れ
が
た
と
え
リ
ア
リ
ズ
ム
の
見
地
か
ら
不
自
然
に
み
え
よ
う
と
も
、
平
然
と
描

写
を
試
み
る
。
そ
の
好
例
が
二
階
で
の
花
嫁
支
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
《
秋

刀
魚
の
味
》
以
前
、《
晩
春
》
に
お
い
て
も
、
試
み
ら
れ
て
い
る
。
原
節
子
演
じ

る
娘
役
（
紀
子
）
の
花
嫁
支
度
も
二
階
で
な
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
彼
は
家

族
生
活
の
実
態
を
知
っ
て
い
て
も
、
敢
え
て
確
信
犯
的
に
行
う
。
な
ぜ
二
階
か
？　

一
階
だ
と
、ラ
ス
ト
近
く
の
数
シ
ョ
ッ
ト
が
観
客
の
心
に
鋭
く
刺
さ
ら
な
い
か
ら
。

二
階
で
の
花
嫁
支
度
は
ラ
ス
ト
へ
の
布
石
だ
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
無
人
と
化
し
た

娘
の
部
屋
、
二
階
な
の
で
宙
に
浮
か
ん
だ
感
覚
、
そ
れ
を
下
か
ら
階
段
越
し
に
見

上
げ
る
父
親
、
こ
の
よ
う
な
映
像
に
よ
っ
て
、
残
さ
れ
た
父
親
の
喪
失
感
、
孤
独

感
が
よ
り
厳
し
く
描
か
れ
る
。

　

松
竹
・
大
船
調
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
と
い
う
枠
内
で
映
画
を
撮
り
続
け
た
戦
後
の
小

津
、
そ
の
意
味
で
は
伝
統
的
、
保
守
的
な
職
人
監
督
と
み
ら
れ
が
ち
だ
が
、
他
方

で
は
生
活
上
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
平
然
と
無
視
し
己
の
美
学
的
見
地
を
貫
き
通
す
。

表
層
に
お
い
て
保
守
、
し
か
し
深
層
に
お
い
て
は
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
、
こ
れ
が

戦
後
に
お
け
る
小
津
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
試
み
て
い
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た
戦
前
の
小
津
は
戦
後
に
は
深
層
に
埋
め
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
保
守
的
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
試
み
た
小
津
、
表
層
に
あ
っ
て
は
大
船
調
紋
切
り
型
ホ
ー
ム

ド
ラ
マ
が
語
ら
れ
、
紋
切
り
型
の
セ
リ
フ
が
交
わ
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
深
層

に
お
い
て
は
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
に
試
み
た
実
験
の
成
果
を
駆
使
し
、
サ
ブ
リ
ミ
ナ

ル
な
形
で
観
客
の
心
に
語
り
か
け
る
。

　
《
秋
刀
魚
の
味
》
を
凝
視
す
る
と
、
湯
飲
み
茶
碗
や
お
銚
子
、
ビ
ー
ル
瓶
、
床

の
置
物
な
ど
の
「
モ
ノ
」
ど
も
の
自
己
主
張
が
、
カ
ラ
ー
映
像
ゆ
え
、
よ
り
際
立

つ
。
た
と
え
ば
、
モ
ー
リ
ス
・
ラ
ヴ
ェ
ル
の
オ
ペ
ラ
《
子
供
と
魔
法
》（
一
九
二
〇

︱
二
五
）
で
は
ポ
ッ
ト
や
カ
ッ
プ
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
類
や
木
々
ま
で
も
が

歌
い
踊
る
。
こ
の
映
画
で
も
「
モ
ノ
」
ど
も
が
歌
い
踊
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ

う
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
れ
ら
は
人
間
と
等
価
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
映
画
を
観

る
と
わ
れ
わ
れ
は
し
み
じ
み
と
感
じ
入
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
表
層
で
の
こ
と
、「
し

み
じ
み
」
の
裏
側
で
奇
妙
な
感
覚
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
感
覚
こ
そ
が
小

津
映
画
に
魅
了
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　

小
津
の
映
画
は
海
外
に
お
い
て
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
欧
米
の

人
た
ち
は
、
能
、
歌
舞
伎
、
茶
道
、
華
道
、
俳
句
な
ど
と
い
っ
た
日
本
の
伝
統
文

化
に
精
通
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
映
画
を
深
く
理
解
で
き
、
感
動
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
？　

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
ら
と
て
、最
初
に
遭
遇
し
た
時
点
で
は
、

ま
ず
心
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
改
め
て
日
本
の
生
活
文
化
の
存
在
に
気

付
き
、場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
学
び
始
め
る
。
同
じ
こ
と
は
筆
者
に
も
い
え
る
。

筆
者
は
イ
ラ
ン
の
映
画
、
た
と
え
ば
ア
ッ
バ
ー
ス
・
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
監
督
の
諸
作

品
に
強
く
惹
か
れ
る
。
そ
れ
は
な
に
も
筆
者
が
イ
ラ
ン
の
生
活
文
化
に
精
通
し
て

い
た
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
は
な
い
。
生
活
文
化
に
対
す
る
認
識
は
そ
の
後
の
こ
と

で
あ
る
。
優
れ
た
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
文
化
圏
と
は
異
な
っ
た
文

化
圏
に
属
す
る
人
た
ち
を
も
惹
き
つ
け
る
。
そ
の
惹
き
つ
け
る
何
か
は
、
固
有
の

伝
統
文
化
の
衣
を
纏
っ
て
い
よ
う
と
も
、そ
の
本
質
に
お
い
て
「
普
遍
的
な
何
か
」

で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
《
秋
刀
魚
の
味
》
を
含
む
戦
後
の
小
津
作
品
は
、
ど
う
し
て
も
日
本
の
伝
統
文

化
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
評
価
さ
れ
が
ち
な
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
議
論
は
微

妙
に
的
を
外
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
の
伝
統
文
化
に
立
脚
し
た
作
品
だ

か
ら
、
小
津
の
映
画
は
優
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
議
論
の
軸
足
は
映
画
芸
術

よ
り
も
文
化
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
優
れ
て
い
る
の
は
小
津
の
映
画

と
い
う
よ
り
も
、
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
と
な
り
は
し
な
い
か
？　

つ
ま
り
そ

れ
ら
の
議
論
は
た
ん
に
日
本
の
伝
統
文
化
を
礼
讃
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
「
普
遍
的
な
何
か
」
は
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
、
時
代
を
超
え
、
固
有
の
文
化
圏
を

超
え
、
地
下
水
脈
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
小
津
の
映
画
に
は
備
わ
っ
て
い

る
か
ら
、
感
度
の
備
わ
っ
た
多
く
の
人
た
ち
を
惹
き
つ
け
魅
了
す
る
。
そ
れ
は
ま

た
多
く
の
映
画
愛
好
家
に
「
共
有
さ
れ
た
感
覚
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
考

察
が
及
ば
な
い
限
り
は
、
小
津
を
巡
っ
て
の
議
論
は
完
結
し
な
い
。

Ⅶ　

む
す
び
に
代
え
て　

あ
る
種
の
苛
立
ち
に
つ
い
て

　

人
は
小
津
映
画
に
魅
了
さ
れ
つ
つ
も
あ
る
種
の
苛
立
ち
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
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る
。
と
り
わ
け
、
晩
年
の
小
津
と
同
時
代
に
活
動
を
開
始
し
て
い
た
若
手
の
監
督

た
ち
、
吉
田
喜
重
、
大
島
渚
、
今
村
昌
平
等
は
当
時
の
政
治
的
・
社
会
的
課
題
に

向
き
合
お
う
と
し
な
い
小
津
の
ス
タ
ン
ス
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
の

心
境
は
、
た
と
え
ば
後
年
著
わ
さ
れ
た
四
方
田
犬
彦
の
文
章
の
中
に
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
引
用
し
て
み
よ
う）

（1
（

。

　

…
小
津
は
視
線
の
意
図
的
な
回
避
と
隠
蔽
を
姿
勢
の
基
本
に
お
い
て
、
映

画
を
撮
り
続
け
た
。
彼
は
「
小
市
民
」
と
い
う
松
竹
の
製
作
方
針
の
枠
内
を

食
み
出
る
こ
と
な
く
、「
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
ジ
ャ

ン
ル
に
留
ま
っ
た
。
小
津
は
現
実
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
平
然
と
視
界
か

ら
削
除
し
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
内
側
の
空
間
を
完
璧
に
自
分
が
支
配
統
括
で
き

る
よ
う
に
取
り
計
ら
っ
た
。
在
日
朝
鮮
人
の
ス
ラ
ム
は
、
あ
っ
て
は
い
け
な

い
も
の
だ
っ
た
。

　

あ
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
、
み
た
く
な
い
も
の
は
排
除
す
る
、
こ
の
よ
う
な
姿

勢
、
己
の
美
的
価
値
観
を
最
優
先
す
る
姿
勢
は
、
時
と
し
て
他
の
価
値
観
、
た
と

え
ば
倫
理
的
、
社
会
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
価
値
観
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る

よ
う
だ
。「
美
学
」
の
も
つ
危
う
さ
、
危
険
性
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
小
津
の
映
画
に

心
酔
し
魅
了
さ
れ
る
、
こ
れ
は
結
果
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
社
会
意
識
を
麻
痺
さ
せ

る
罠
と
も
な
り
う
る
、「
美
学
」
の
輝
き
が
そ
れ
以
外
の
価
値
観
の
目
眩
ま
し
に

な
っ
て
し
ま
う
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

。

　

で
は
、《
秋
刀
魚
の
味
》
製
作
の
頃
（
一
九
六
二
年
）、
小
津
の
意
識
は
ど
の
よ

う
な
形
で
当
時
の
社
会
一
般
と
係
わ
っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
ヒ
ン
ト
が
プ

ロ
野
球
の
試
合
で
あ
る
。
こ
の
映
画
で
は
太
洋
・
阪
神
戦
が
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
河
合
は
ど
う
や
ら
太
洋
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
ら
し
い
。

同
窓
会
の
打
ち
合
わ
せ
な
ど
人
に
任
せ
、
川
崎
球
場
に
駆
け
つ
け
た
い
様
子
で
あ

る
。
し
か
し
平
山
に
無
理
や
り
小
料
理
屋
「
若
松
」
に
誘
わ
れ
、
カ
ウ
ン
タ
ー
に

置
か
れ
た
テ
レ
ビ
で
試
合
動
向
を
窺
う
し
か
な
い
。
太
洋
・
桑
田
、
阪
神
・
バ
ッ

キ
ー
と
い
っ
た
当
時
活
躍
し
て
い
た
選
手
た
ち
が
小
さ
な
テ
レ
ビ
画
面
の
中
に
動

態
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
映
画
製
作
の
二
年
前
、
一
九
六
〇
年
日
本
は
反
安
保
闘
争
に
揺
れ
動
い
て

い
た
。
安
保
改
定
の
当
事
者
で
あ
っ
た
岸
信
介
は
、
揺
れ
動
く
世
相
を
横
目
に
官

邸
で
巨
人
・
中
日
戦
を
見
な
が
ら
次
の
よ
う
な
言
葉
を
漏
ら
し
た
ら
し
い
。「
新

聞
は
国
民
す
べ
て
が
反
対
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
書
く
が
、
野
球
場
は
満
員

じ
ゃ
な
い
か
。
反
対
し
て
い
る
の
は
共
産
主
義
者
に
扇
動
さ
れ
た
ほ
ん
の
一
部
だ

と
思
う
ん
だ
が
ね
」
と）

11
（

。
こ
う
い
っ
た
岸
の
言
葉
と
小
津
の
社
会
に
対
す
る
ス
タ

ン
ス
は
呼
応
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、社
会
を
見
る
小
津
の
目
線
は
、

彼
の
カ
メ
ラ
と
同
様
、
低
く
設
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
津
流
の
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
的
美
学
の
世
界
が
堅
持
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。



小津安二郎の映画《秋刀魚の味》を巡る一考察155

注（
１
）
同
様
の
パ
タ
ー
ン
の
作
品
に
は
《
晩
春
》（
一
九
四
九
）、《
麦
秋
》（
一
九
五
一
）、

《
秋
日
和
》（
一
九
六
〇
）
が
あ
る
。

（
２
）内
田
樹「
小
津
安
二
郎
・
団
想
10　

記
号
が
受
肉
す
る
と
き
」『D

V
D

 BO
O

K
 

早
春
』

小
学
館
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
中
野
翠
『
小
津
ご
の
み
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

（
４
）
例
外
作
品
と
し
て
は
、《
風
の
中
の
牝
鶏
》（
一
九
四
八
）、《
東
京
暮
色
》（
一
九
五
七
）

が
あ
る
。

（
５
）
山
田
洋
二
監
督
の
例
外
作
品
は
、
一
連
の
時
代
劇
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
不
気

味
な
登
場
人
物
が
結
構
登
場
す
る
。

（
６
）
井
上
和
男
編
『
小
津
安
二
郎
全
集　

下
巻
』
二
〇
〇
三
年
、四
八
五
︱
六
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
・
グ
ロ
ッ
ソ
に
は
協
奏
と
競
奏
の
二
つ
の
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
８
）『
小
津
安
二
郎
全
集　

下
巻
』
二
〇
〇
三
年
、
四
九
三
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
ト
リ
ス
・
バ
ア
で
の
一
連
の
出
来
事
は
こ
の
作
品
で
唯
一
の
ア
ク
シ
ョ
ン
シ
ー
ン

だ
と
い
え
る
。

（
10
）
片
山
杜
秀
『
見
果
て
ぬ
日
本
』
新
潮
社
、
二
〇
一
五
年
。

（
11
）
例
外
と
し
て
は
、
小
沼
純
一
「
小
津
安
二
郎　

音
と
モ
ノ
の
迷
宮
へ
」『
ユ
リ

イ
カ　

11
月
臨
時
増
刊
号　

小
津
安
二
郎
』
青
土
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
九
九
︱

二
一
〇
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
12
）
斎
藤
高
順
と
比
べ
る
と
、
伊
藤
宜
二
は
《
麦
秋
》
に
お
い
て
情
景
に
か
な
り
同
調

し
煽
り
気
味
の
音
楽
を
付
け
て
い
る
。

（
13
）『
標
準
音
楽
辞
典　

第
二
版
』
音
楽
之
友
社
、
二
〇
一
五
年
、
六
九
二
ペ
ー
ジ
。

（
14
）
中
島
義
道
『
醜
い
日
本
の
私
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
15
）
矢
部
史
郎
『
夢
見
る
名
古
屋　

ユ
ー
ト
ピ
ア
空
間
の
形
成
史
』
現
代
書
館
、

二
〇
一
九
年
。

（
16
）
作
品
例
と
し
て
は
、《
結
婚
哲
学
》（
一
九
二
四
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
17
）
佐
藤
忠
男
『
小
津
安
二
郎
の
芸
術
』
朝
日
新
聞
社
、一
九
七
一
年
、一
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
18
）
四
方
田
犬
彦
「『
東
京
物
語
』
の
余
白
に
」
ユ
リ
イ
カ
11
月
臨
時
増
刊
号
『
総
特

集　

小
津
安
二
郎
』
二
〇
一
三
年
、
三
九
ペ
ー
ジ
。

（
19
）
津
上
英
輔
『
危
険
な
「
美
学
」』
集
英
社
、
二
〇
一
九
年
、
参
照
。

（
20
）
工
藤
美
代
子
『
絢
爛
た
る
悪
運　

岸
信
介
伝
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
二
年
、
四
二
三

ペ
ー
ジ
。




