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有
名
な
例
を
挙
げ
る
と
、『
東
京
物
語
』（
一
九
五
三
）
に
お
い
て
、
原

節
子
演
じ
る
紀
子
が
義
母
の
葬
式
の
為
に
訪
れ
て
い
た
尾
道
か
ら
列
車
に

乗
っ
て
東
京
に
帰
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
列
車
が
走
行
し
て
い
る
事
が
様
々

な
演
出
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
が
、
座
席
に
座
る
原
の
身
体
は
微
動
だ
に

し
な
い
。
一
見
、
そ
れ
は
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
る
事
態
で
あ
る
よ
う
に
思

え
る
が
、
不
思
議
な
事
に
あ
た
か
も
微
動
だ
に
し
な
い
事
が
そ
の
場
で
は

正
当
で
あ
る
か
の
よ
う
に
妙
に
納
得
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、

小
津
映
画
に
お
け
る
す
べ
て
の
列
車
シ
ー
ン
が
こ
の
よ
う
な
体
を
成
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
車
内
の
揺
れ
て
い
る
画
面
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す

る
。
例
え
ば
『
晩
春
』（
一
九
四
九
）
の
原
演
じ
る
紀
子
が
笠
智
衆
演
じ

る
父
・
周
吉
と
共
に
横
須
賀
線
で
鎌
倉
か
ら
東
京
へ
病
院
に
行
く
シ
ー
ン
。

序
論

　

小
津
安
二
郎
の
映
画
を
観
て
い
て
、
奇
妙
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
時
が
あ

る
。
そ
れ
は
列
車
の
シ
ー
ン
で
車
内
が
映
さ
れ
る
時
で
あ
る
。
小
津
映
画

の
列
車
シ
ー
ン
に
は
、
走
行
音
な
り
、
走
行
す
る
列
車
の
外
観
を
捉
え
た

シ
ョ
ッ
ト
（
以
下
、
走
行
シ
ョ
ッ
ト
）
な
り
で
、
列
車
が
走
行
中
で
あ
る

事
が
示
さ
れ
る
が
、
映
さ
れ
る
車
内
に
は
走
行
に
伴
う
で
あ
ろ
う
揺
れ
が

全
く
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
事
が
奇
妙
さ
の
誘

因
で
は
な
い
。
誘
因
は
、
そ
の
揺
れ
な
い
画
面
が
走
行
中
と
い
う
設
定
と

齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
故
か
し
ら
観
る
者
に
違
和
感

を
抱
か
せ
な
い
と
い
う
一
点
に
あ
る
。

論
説小

津
安
二
郎
『
父
あ
り
き
』
の
列
車
表
象
に
お
け
る
「
内
在
的
規
範
」

正
清
健
介
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一
つ
の
映
画
作
品
の
中
で
、
列
車
内
と
い
う
あ
る
一
つ
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
表
れ
が
こ
う
も
異
な
っ
て
い
る
か
。
本
稿
は
、
こ
の
表
れ
の
異
な

り
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
は
「
内
在
的
規
範

〔intrinsic 
norm

〕」（1
）と
い
う
言
葉
で
小
津
映
画
の
読
解
を
試
み
た
。

「
内
在
的
規
範
」
と
は
小
津
映
画
独
自
の
作
品
内
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
映
画
史
を
通
じ
て
発
展
し
た
古
典
的
な
規
範
、
す
な
わ
ち
「
外
在

的
規
範
〔extrinsic norm

s

〕」（2
）か
ら
見
る
と
違
和
感
な
し
に
は
捉
え
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
作
品
内
で
見
れ
ば
首
尾
一
貫
し
た
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
。
小
津
＝
既
存
の
映
画
シ
ス
テ
ム
（
外
在
的
規
範
）
の
侵
犯
者
と

い
う
ノ
エ
ル
・
バ
ー
チ
の
評
価（

3
）に
対
し
、
小
津
＝
新
た
な
シ
ス
テ
ム

（
内
在
的
規
範
）
の
創
造
者
と
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
は
主
張
す
る
。
揺
れ
な
い

列
車
内
の
画
面
は
、「
外
在
的
規
範
」
か
ら
の
逸
脱
を
示
す
と
同
時
に
、

小
津
映
画
の
列
車
表
象
が
依
拠
す
る
一
つ
の
「
内
在
的
規
範
」
の
存
在
を

暗
示
し
て
は
い
ま
い
か
。
本
稿
が
列
車
に
着
目
す
る
根
拠
は
そ
こ
に
あ
る
。

小
津
映
画
に
お
け
る
列
車
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
言
及
が
見
ら
れ
る

が（
4
）、
そ
の
表
れ
に
独
自
の
規
範
を
読
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
な
い
。

こ
こ
で
の
表
れ
と
は
、
映
画
に
お
け
る
表
れ
で
あ
る
か
ら
、
音
と
映
像
に

よ
る
表
れ
で
あ
る
。
こ
の
表
れ
が
、
表
れ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
観
る
者
の
中

に
構
成
さ
れ
る
物
語
内
容
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
か
。

こ
の
表
れ
と
物
語
と
の
間
に
、
あ
る
関
係
性
、
そ
し
て
「
内
在
的
規
範
」

車
窓
の
流
れ
る
風
景
を
背
景
に
、
原
と
笠
は
列
車
の
振
動
に
合
わ
せ
て
小

刻
み
に
揺
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
小
津
映
画
に
つ
い
て
明
言
可
能
な
事
実
と
し
て
、
こ

の
二
種
類
の
列
車
内
の
画
面
の
共
存
状
態
を
挙
げ
る
事
が
で
き
よ
う
。
一

つ
は
揺
れ
の
な
い
画
面
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
揺
れ
の
あ
る
画
面
。
こ
う

し
た
相
反
す
る
二
つ
の
画
面
を
一
作
品
の
中
で
一
挙
に
抱
え
込
む
映
画
が

あ
る
。
そ
れ
が
太
平
洋
戦
争
直
中
に
撮
ら
れ
た
事
で
名
高
い
『
父
あ
り

き
』（
一
九
四
二
）
で
あ
る
。『
父
あ
り
き
』
に
は
列
車
シ
ー
ン
が
二
つ
存

在
す
る
。
一
つ
目
は
、
笠
演
じ
る
堀
川
と
津
田
晴
彦
演
じ
る
そ
の
息
子
・

良
平
が
、
列
車
で
金
沢
か
ら
故
郷
の
上
田
へ
向
か
う
シ
ー
ン
。
二
つ
目
は
、

佐
野
周
二
演
じ
る
成
人
し
た
良
平
と
水
戸
光
子
演
じ
る
そ
の
妻
・
ふ
み
子

が
、
夜
行
列
車
で
東
京
か
ら
秋
田
へ
向
か
う
映
画
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
。
一

つ
目
の
金
沢
・
上
田
間
の
シ
ー
ン
で
は
車
内
が
揺
れ
、
二
つ
目
の
東
京
・

秋
田
間
の
シ
ー
ン
で
は
揺
れ
な
い
、
と
い
う
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
単
純
化
し
過
ぎ
た
見
方
で
あ
る
。
よ
く
見

て
み
る
と
、
両
シ
ー
ン
の
間
に
は
単
な
る
画
面
上
の
揺
れ
以
上
の
表
れ
の

差
異
が
あ
る
事
が
わ
か
る
。
確
か
に
揺
れ
の
あ
る
な
し
は
、
小
津
映
画
の

列
車
シ
ー
ン
を
二
つ
に
分
つ
大
き
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
そ
の
差
異
を
単

な
る
揺
れ
の
問
題
に
還
元
す
る
事
は
で
き
な
い
。
様
々
な
要
素
が
組
み
合

わ
さ
っ
て
形
成
さ
れ
る
両
シ
ー
ン
の
表
れ
は
、
同
じ
小
津
と
い
う
映
画
作

家
に
よ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
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を
離
れ
、
東
京
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
な
る
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
良
平
は
、

仙
台
の
大
学
を
卒
業
、
秋
田
で
教
師
の
職
に
就
く
。
し
か
し
二
人
は
、
離

れ
離
れ
の
生
活
を
続
け
る
事
に
な
る
。
あ
る
日
、
塩
原
温
泉
で
待
ち
合
わ

せ
て
、
久
し
ぶ
り
の
再
会
を
果
た
す
。
良
平
は
、
秋
田
の
職
を
辞
し
東
京

で
念
願
の
父
と
の
二
人
暮
ら
し
を
し
た
い
と
願
い
出
る
。
し
か
し
父
・
堀

川
は
、
私
情
は
許
さ
れ
な
い
、
分
を
尽
く
せ
、
と
そ
れ
を
戒
め
る
。
結
局
、

二
人
は
ま
た
別
れ
、
別
居
生
活
を
続
け
る
。
あ
る
日
、
良
平
が
徴
兵
検
査

の
為
に
上
京
す
る
が
、
上
京
も
束
の
間
、
堀
川
が
脳
溢
血
で
急
死
し
て
し

ま
う
。
良
平
は
、
妻
・
ふ
み
子
と
共
に
、
遺
骨
を
持
っ
て
列
車
で
秋
田
へ

帰
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
父
あ
り
き
』
は
、
堀
川
と
良
平
、
父
子
の
半
生
を
描
い

て
い
る
。
共
に
暮
ら
し
て
い
た
父
子
が
、
進
学
や
仕
事
の
為
に
離
れ
離
れ

と
な
る
。
そ
し
て
最
後
、
父
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
離
散
状
況
は
決
定
的
な

も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
二
人
は
事
あ
る
ご
と
に
短
い
再
会
を
繰
り
返
す
。

『
父
あ
り
き
』
は
い
わ
ば
、
離
散
状
況
に
置
か
れ
た
父
子
が
、
再
会
を
果

た
し
て
は
別
れ
る
を
繰
り
返
す
物
語
で
あ
る
。
こ
の
父
子
の
再
会
は
、
映

画
で
は
三
度
描
か
れ
る
。
一
度
目
は
上
田
の
町
で
、
二
度
目
は
塩
原
温
泉

で
、
三
度
目
は
東
京
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
再
会
に
際
し
て
交
通
手
段
と
し

て
使
わ
れ
る
の
が
、
列
車
と
い
う
乗
物
で
あ
る
。
例
え
ば
、
父
子
の
二
度

目
の
再
会
、
塩
原
温
泉
の
シ
ー
ン
で
、
両
人
が
そ
れ
ぞ
れ
塩
原
ま
で
列
車

で
来
て
帰
る
事
が
台
詞
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。
行
き
で
は
、
良
平
の

を
見
出
す
事
が
で
き
れ
ば
、
自
ず
と
二
つ
の
列
車
シ
ー
ン
の
表
れ
の
相
違

の
原
因
は
解
明
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
解
明
さ
れ
た
暁
に
は
、
揺
れ

の
不
在
が
妙
に
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
の
謎
も
等
し
く
解
け
る

で
あ
ろ
う
。

一
　『
父
あ
り
き
』

1
　
概
要

　

一
九
四
一
年
に
内
閣
情
報
局
が
「
国
民
映
画
」
の
企
画
を
立
ち
上
げ
、

松
竹
株
式
会
社
を
含
む
劇
映
画
製
作
七
社（

5
）に
委
託
し
た
。
そ
こ
で
松
竹

は
、
情
報
局
国
民
映
画
と
し
て
『
父
あ
り
き
』
を
製
作
す
る
事
に
な
る
。

こ
う
し
た
背
景
も
あ
り
、
佐
藤
忠
男
が
「
国
策
映
画
と
し
て
も
申
し
分
の

な
い
作
品
」（6
）と
指
摘
す
る
よ
う
に
戦
時
色
の
強
い
作
品
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

金
沢
の
中
学
教
師
で
あ
る
堀
川
は
、
修
学
旅
行
の
際
に
生
徒
の
一
人
が

事
故
死
し
た
事
に
責
任
を
感
じ
辞
職
す
る
。
堀
川
は
、
一
人
息
子
の
小
学

生
の
良
平
と
共
に
列
車
で
金
沢
を
離
れ
、
故
郷
の
信
州
上
田
を
目
指
す
。

親
子
は
上
田
の
町
か
ら
二
里
ほ
ど
離
れ
た
田
舎
寺
に
居
候
の
身
と
な
る
。

や
が
て
良
平
は
町
の
中
学
へ
進
学
、
寄
宿
舎
で
堀
川
と
離
れ
て
暮
ら
す
よ

う
に
な
る
。
あ
る
日
、
堀
川
は
町
へ
所
用
で
出
た
つ
い
で
に
良
平
を
訪
ね
、

東
京
に
働
き
に
出
る
事
を
伝
え
る
。
悲
し
む
良
平
を
残
し
て
堀
川
は
上
田
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る
。
そ
の
多
数
あ
る
移
動
の
中
で
シ
ー
ン
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
本
稿

が
取
り
上
げ
る
二
つ
の
移
動
で
あ
る
。

2
　
二
つ
の
列
車
シ
ー
ン

　

ま
ず
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
を
見
て
い
こ
う
。
堀
川
は
自
宅
で

同
僚
の
平
田
に
辞
意
を
表
明
し
、
故
郷
に
帰
る
事
を
告
げ
る
。
列
車
シ
ー

ン
は
こ
れ
に
続
く
シ
ー
ン
で
、
列
車
の
走
行
音
の
響
く
走
行
シ
ョ
ッ
ト
で

始
ま
る
。
カ
メ
ラ
は
列
車
先
頭
の
左
側
面
に
進
行
方
向
逆
に
固
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
か
ら
良
平
を
演
じ
る
津
田
の
シ
ョ
ッ
ト
と
な
る
。
津
田
の
後

方
と
左
側
に
位
置
す
る
車
窓
か
ら
光
が
差
し
、
津
田
の
上
半
身
を
照
ら
し

て
い
る
。
車
窓
に
は
、
木
や
電
柱
ら
し
き
棒
状
の
も
の
が
ち
ら
ち
ら
と
現

れ
て
は
消
え
る
。
次
い
で
堀
川
を
演
じ
る
笠
の
シ
ョ
ッ
ト
に
切
返
す
。
二

人
は
、
四
人
掛
け
の
ボ
ッ
ク
ス
席
に
向
か
い
合
っ
て
座
っ
て
い
る
と
い
う

設
定
で
あ
る
。
笠
の
肩
が
揺
れ
、
そ
の
右
側
に
位
置
す
る
車
窓
か
ら
光
が

射
し
、
笠
の
顔
を
照
ら
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
カ
メ
ラ
は
五
回
二
人
を
切

返
す
。
一
シ
ョ
ッ
ト
に
一
台
詞
と
い
う
テ
ン
ポ
で
構
図
・
逆
構
図
が
繰
り

返
さ
れ
、
二
人
の
会
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
再
び
、
走
行

シ
ョ
ッ
ト
が
提
示
さ
れ
る
。
カ
メ
ラ
は
今
度
は
列
車
先
頭
の
右
側
面
に
位

置
し
て
い
る
。

　

こ
の
シ
ー
ン
は
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
、
か
つ
撮
影
の
際
、
実

際
に
列
車
を
走
ら
せ
て
い
る
。
当
時
の
カ
メ
ラ
マ
ン
・
厚
田
雄
春
は
「
あ

「
混
み
ま
せ
ん
で
し
た
か
、
汽
車
」（7
）に
対
し
、
堀
川
が
「
あ
あ
、
い
い
塩

梅
に
坐
れ
た
」
と
答
え
、
帰
り
で
は
、
列
車
の
時
間
を
気
に
す
る
堀
川
の

「
お
前
、
汽
車
大
丈
夫
か
？
」
に
対
し
、
良
平
が
「
え
え
、
大
丈
夫
で
す
」

と
答
え
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
父
子
は
頻
り
に
都
市
間
を
列
車
で

移
動
す
る
。
金
沢
に
始
ま
り
上
田
へ
、
そ
の
後
、
堀
川
は
東
京
、
良
平
は

仙
台
そ
し
て
秋
田
。
し
か
も
そ
の
途
中
途
中
で
、
堀
川
が
上
田
の
町
へ
来

た
り
、
良
平
が
上
京
し
た
り
と
、
ど
ち
ら
か
が
片
方
を
訪
ね
る
。
時
に
は

こ
の
塩
原
温
泉
の
例
の
よ
う
に
、
堀
川
は
東
京
か
ら
、
良
平
は
秋
田
か
ら

移
動
し
、
第
三
の
地
で
落
ち
合
っ
た
り
も
し
て
い
る
。『
父
あ
り
き
』
は

登
場
人
物
が
列
車
で
都
市
を
転
々
と
渡
り
行
く
映
画
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
他
の
小
津
映
画
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
列
車
で
の
流
転
の
様

は
、
か
な
り
珍
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
小
津
映
画
に
は
、
一
都
市
だ
け
で

物
語
が
完
結
す
る
も
の
が
多
い
。
特
に
東
京
で
あ
る
。『
東
京
の
合
唱
』

（
一
九
三
一
）・『
東
京
の
女
』（
一
九
三
三
）・『
東
京
の
宿
』（
一
九
三

五
）・『
東
京
物
語
』・『
東
京
暮
色
』（
一
九
五
七
）
と
作
品
名
だ
け
眺
め

る
だ
け
で
も
、
小
津
映
画
に
は
東
京
を
中
心
に
据
え
た
作
品
が
多
い
こ
と

が
わ
か
る
。
田
中
眞
澄
は
「
小
津
安
二
郎
は
処
女
作
『
懺
悔
の
刃
』
を
別

に
す
れ
ば
、
東
京
と
い
う
都
市
を
舞
台
と
す
る
作
品
ば
か
り
を
作
り
続
け

て
き
た
映
画
監
督
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
映
画
監
督
は
他
に
は
存
在
し
な

い
）」（8
）と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
い
か
に
『
父

あ
り
き
』
が
小
津
映
画
の
中
で
も
都
市
間
の
移
動
が
多
い
作
品
か
が
わ
か
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病
室
で
堀
川
の
死
が
医
者
よ
り
伝
え
ら
れ
る
と
、
良
平
は
廊
下
に
出
て

泣
き
出
す
。
列
車
シ
ー
ン
は
こ
れ
に
続
く
シ
ー
ン
で
、
走
行
音
と
共
に
少

年
の
エ
キ
ス
ト
ラ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
始
ま
る
。
エ
キ
ス
ト
ラ
は
、
座
席
に
微

動
だ
に
せ
ず
目
を
つ
む
っ
て
横
に
な
っ
て
い
る
。
照
明
は
暗
い
。
次
に
老

婆
の
エ
キ
ス
ト
ラ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
続
く
。
こ
の
エ
キ
ス
ト
ラ
も
目
を
つ
む

り
座
っ
て
い
る
。
後
方
に
車
窓
が
確
認
で
き
る
が
、
外
は
真
っ
暗
で
何
も

見
え
な
い
。
そ
れ
か
ら
ふ
み
子
を
演
じ
る
水
戸
の
シ
ョ
ッ
ト
と
な
る
。
次

い
で
良
平
を
演
じ
る
佐
野
の
シ
ョ
ッ
ト
に
切
返
す
。
こ
の
二
人
も
ボ
ッ
ク

ス
席
に
向
か
い
合
っ
て
座
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
た
だ
し
通
路

側
に
座
る
水
戸
に
対
し
、
佐
野
は
車
窓
側
に
位
置
し
、
窓
枠
に
肘
を
つ
い

て
微
動
だ
に
せ
ず
真
っ
暗
な
車
窓
の
方
を
眺
め
て
い
る
。
そ
の
後
十
回
、

カ
メ
ラ
は
会
話
を
演
じ
る
二
人
を
切
返
す
。
十
回
目
の
切
返
し
で
佐
野
の

シ
ョ
ッ
ト
に
戻
り
、
佐
野
が
ま
た
俯
き
か
げ
ん
で
車
窓
の
方
に
目
を
や
る
。

そ
れ
か
ら
走
行
シ
ョ
ッ
ト
が
提
示
さ
れ
る
。
カ
メ
ラ
は
線
路
脇
に
固
定
さ

れ
、
線
路
の
先
を
向
い
て
い
る
。
そ
こ
に
間
も
な
く
画
面
右
側
よ
り
列
車

が
現
れ
、
カ
メ
ラ
前
を
突
進
す
る
。
再
び
無
言
の
佐
野
の
シ
ョ
ッ
ト
に
戻

り
、
網
棚
の
骨
箱
の
シ
ョ
ッ
ト
に
カ
ッ
ト
す
る
。
最
後
に
今
一
度
、
走
行

シ
ョ
ッ
ト
と
な
る
。
カ
メ
ラ
は
同
じ
線
路
脇
か
ら
、
画
面
中
央
に
小
さ
い

点
と
な
っ
て
遠
ざ
か
っ
て
い
く
列
車
を
捉
え
る
。
こ
れ
が
最
後
の
シ
ョ
ッ

ト
と
な
り
、
映
画
は
終
わ
る
。
以
上
す
べ
て
の
シ
ョ
ッ
ト
は
固
定
シ
ョ
ッ

ト
で
あ
り
か
つ
、
車
内
に
揺
れ
は
な
い
。

れ
は
岩
村
田（

9
）。
本
物
の
列
車
で
小
諸
か
ら
小
淵
沢
を
走
っ
て
い
る
間
に

撮
っ
た
ん
で
す
」（10
）と
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
シ
ー
ン
に
限
ら
ず
、
実
際

に
走
ら
せ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
厚
田
が
撮
影
を
担
当
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
小
津
映
画
に
お
け
る
列
車
は
セ
ッ
ト
で
は
な
く
、
す
べ
て

実
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
蓮
實
重
彦
の
「
厚
田
さ
ん
が
キ
ャ

メ
ラ
マ
ン
に
な
ら
れ
て
か
ら
は
鉄
道
の
セ
ッ
ト
撮
影
は
な
か
っ
た
ん
で
す

か
」（11
）と
い
う
質
問
に
対
し
、
厚
田
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

ど
っ
ち
か
と
い
う
と
セ
ッ
ト
の
ほ
う
が
簡
単
だ
け
れ
ど
も
、
僕
は
先
生

に
い
や
だ
と
言
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
あ
と
は
聞
い
て
く
れ
ま

し
た
ね
。
私
が
撮
っ
た
鉄
道
は
、
も
う
ロ
ケ
一
本
や
り
で
い
き
ま
し
た
。

〔
…
…
〕
本
物
の
ほ
う
が
が
っ
ち
り
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
小
津
先
生

も
の
っ
て
く
れ
ま
し
て
全
部
本
物
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す（

12
）。

　

厚
田
は
、
一
九
三
七
年
の
『
淑
女
は
何
を
忘
れ
た
か
』
か
ら
撮
影
監
督

と
し
て
小
津
映
画
の
製
作
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
一
九
四
二
年
の

『
父
あ
り
き
』
の
列
車
シ
ー
ン
に
は
、
セ
ッ
ト
で
な
く
実
物
が
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
た
上
で
次
に
東
京
・
秋
田
間
の

列
車
シ
ー
ン
を
み
て
行
き
た
い
。
ど
う
や
ら
こ
の
シ
ー
ン
の
車
内
の
シ
ョ

ッ
ト
は
、
列
車
は
実
物
で
あ
っ
て
も
停
車
中
の
車
内
で
撮
ら
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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両
シ
ー
ン
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
車
窓
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

両
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
車

窓
に
流
れ
る
風
景
が
見
え
、
日
光
が
車
内
に
差
し
込
む
様
が
確
認
で
き
る

の
に
対
し
、
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
車
窓
に
何
も
見
え
ず
、

設
定
が
夜
な
の
で
日
光
が
差
し
込
む
と
い
う
事
も
な
い
。
車
窓
の
先
は
常

に
真
っ
暗
で
、
車
外
の
風
景
や
光
を
確
認
す
る
事
は
一
切
で
き
な
い
。
車

窓
に
み
え
る
の
は
た
だ
、
外
が
暗
い
為
、
な
か
ば
鏡
の
よ
う
に
な
っ
た
窓

ガ
ラ
ス
に
映
し
出
さ
れ
た
佐
野
の
お
ぼ
ろ
げ
な
姿
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
に
お
い
て
車
窓
は
、
壁
も
し
く
は
鏡

で
あ
り
、
佐
野
が
執
拗
に
目
を
向
け
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
車
外
を
映
す
と

い
う
機
能
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
外
部
性
は
微
塵
も
感
じ
ら

れ
ず
、
人
物
は
車
内
空
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
外
の
流
れ
る
風
景

を
背
景
と
し
た
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の
開
放
感
か
ら
は
ほ
ど
遠

い
重
苦
し
さ
が
シ
ー
ン
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。

3
　
走
行
シ
ョ
ッ
ト

　

両
シ
ー
ン
と
も
そ
れ
ぞ
れ
走
行
シ
ョ
ッ
ト
が
二
つ
ず
つ
存
在
す
る
。
金

沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
、
カ
メ
ラ
が
一
つ
目
の
シ
ョ
ッ
ト
で
は

列
車
の
左
側
面
に
あ
る
が
、
二
つ
目
の
シ
ョ
ッ
ト
で
は
列
車
の
右
側
面
に

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
カ
メ
ラ
位
置
が

二
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
、
列
車
の
左
側
面
か
ら
右
側
面
へ
変
わ
り
、
視
点
の

二
　
シ
ー
ン
比
較

1
　
車
内
の
揺
れ

　

東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
に
は
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
と

は
違
っ
て
、
シ
ー
ン
冒
頭
に
二
つ
の
エ
キ
ス
ト
ラ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
存
在
す

る
。
エ
キ
ス
ト
ラ
達
は
各
シ
ョ
ッ
ト
で
眠
る
演
技
を
し
て
い
る
。
暗
い
照

明
と
相
ま
っ
て
、
場
面
は
夜
行
列
車
内
で
あ
る
事
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
安

眠
中
の
乗
客
達
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
ま
る
で
気
を
遣
う
か
の
よ
う
に
、
列

車
は
揺
れ
な
い
。
続
く
水
戸
と
佐
野
の
一
連
の
シ
ョ
ッ
ト
に
も
揺
れ
は
認

め
ら
れ
な
い
。
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
人
物
の
揺
れ
が
は
っ

き
り
と
確
認
で
き
る
が
、
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
エ
キ
ス
ト

ラ
も
含
め
人
物
が
揺
れ
る
事
は
一
切
な
い
。
シ
ー
ン
に
は
一
貫
し
て
走
行

音
が
響
き
、
途
中
、
走
行
シ
ョ
ッ
ト
が
挟
ま
れ
て
い
る
事
か
ら
、
一
連
の

列
車
内
の
シ
ョ
ッ
ト
は
走
行
中
の
車
内
の
様
子
を
捉
え
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
列
車
内
で
の
す
べ
て
の
シ
ョ
ッ
ト
に
お
い
て
、
人
物
か
ら

座
席
・
小
道
具
に
至
る
ま
で
、
走
行
中
を
示
唆
す
る
そ
の
揺
れ
を
確
認
す

る
事
は
で
き
な
い
。
ま
る
で
停
車
中
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
安

定
性
を
保
っ
た
ま
ま
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

2
　
車
窓
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読
点
を
打
つ
か
の
よ
う
に
、
快
走
す
る
列
車
の
外
観
を
と
ら
え
る
シ
ョ

ッ
ト
を
挿
入
す
る
の
が
「
列
車
映
画
」
の
伝
統
的
撮
影
／
編
集
法
の
ひ

と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す（

13
）。

「
快
走
す
る
列
車
の
外
観
を
と
ら
え
る
シ
ョ
ッ
ト
を
挿
入
」
し
て
い
る
と

い
う
点
で
、『
父
あ
り
き
』
の
列
車
シ
ー
ン
も
加
藤
の
言
う
「「
列
車
映

画
」
の
伝
統
的
撮
影
／
編
集
法
」
を
踏
襲
し
た
シ
ー
ン
と
言
う
事
が
で
き

よ
う
。
し
か
し
『
父
あ
り
き
』
に
お
い
て
列
車
の
走
行
シ
ョ
ッ
ト
は
、
単

な
る
「
魅
力
的
表
象
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
何
の
脈
略
も
な
く
挿
入
さ
れ

て
は
い
な
い
。『
父
あ
り
き
』
の
走
行
シ
ョ
ッ
ト
は
密
接
に
物
語
の
流
れ

と
連
動
し
、
そ
の
流
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表
れ
を
形
成
し
て
い
る
。
カ
メ
ラ

位
置
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の
二
つ
の
走

行
シ
ョ
ッ
ト
で
は
、
カ
メ
ラ
は
地
上
で
は
な
く
列
車
か
ら
、
車
体
後
方
を

見
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
カ
メ
ラ
は
、
人
物
と
同
じ
走
行
す

る
列
車
に
あ
り
、
人
物
と
場
を
共
有
し
て
い
る
。
列
車
の
進
行
方
向
逆
を

向
い
て
カ
メ
ラ
は
、
人
物
と
共
に
流
れ
る
風
景
を
横
目
に
金
沢
か
ら
遠
ざ

か
っ
て
い
る
。
こ
の
人
物
と
カ
メ
ラ
の
場
の
共
有
性
は
、
物
語
の
継
続
を

感
じ
さ
せ
る
。
実
際
、
物
語
は
こ
の
後
も
続
く
。
対
し
て
、
東
京
・
秋
田

間
の
列
車
シ
ー
ン
の
走
行
シ
ョ
ッ
ト
で
は
、
カ
メ
ラ
は
列
車
の
進
行
方
向

を
向
い
て
地
上
か
ら
、
去
り
行
く
二
人
の
人
物
の
乗
る
列
車
を
見
送
る
形

と
な
る
。
カ
メ
ラ
は
線
路
脇
に
置
き
去
り
に
さ
れ
、
二
人
は
列
車
に
乗
っ

変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
、
カ

メ
ラ
は
一
つ
目
の
シ
ョ
ッ
ト
で
も
二
つ
目
の
シ
ョ
ッ
ト
で
も
同
じ
位
置
、

線
路
脇
に
あ
る
。
二
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
カ
メ
ラ
位
置
は
一
定
で
あ
る
。
ま

た
加
え
て
、
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の
二
つ
の
走
行
シ
ョ
ッ
ト
が

走
行
す
る
列
車
か
ら
撮
ら
れ
た
一
種
の
移
動
撮
影
で
あ
る
の
に
対
し
、
東

京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
線
路
脇
と
い
う
地
上
か
ら
の
固
定
撮
影

で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
故
に
、
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の

方
で
は
、
フ
レ
ー
ム
が
変
化
す
る
が
、
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の

方
で
は
フ
レ
ー
ム
は
変
化
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
金
沢
・
上
田
間
の
列
車

シ
ー
ン
の
走
行
シ
ョ
ッ
ト
に
は
視
点
の
変
化
と
フ
レ
ー
ム
の
変
化
が
認
め

ら
れ
、
一
方
、
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の
そ
れ
に
は
そ
の
い
ず
れ

も
認
め
ら
れ
な
い
。
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
は
、
徹
底
し
て
画
面

上
か
ら
動
き
が
排
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
加
藤
幹
郎
は
、
列
車
シ
ー
ン
に
時
折
差
し
込
ま
れ
る
こ
の
よ

う
な
走
行
シ
ョ
ッ
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

物
語
は
も
っ
ぱ
ら
列
車
内
の
人
間
関
係
を
中
心
に
進
行
す
る
以
上
、
キ

ャ
メ
ラ
は
基
本
、
走
行
中
の
列
車
を
撮
影
す
る
必
要
は
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
映
画
と
い
う
動
的
視
覚
媒
体
に
お
い
て
列
車
の
疾モ
ー
シ
ョ
ン走シ
ー
ン

は
観
客
に
と
っ
て
魅
力
的
表
象
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
列
車
内
乗
客
間
の

情エ
モ
ー
シ
ョ
ン
動
（
葛
藤
と
融
和
）
の
物
語
の
流
れ
（
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
間
）
に
句
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上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の
人
物
シ
ョ
ッ
ト
と
異
な
り
、
こ
の
シ
ー
ン
の
人

物
シ
ョ
ッ
ト
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
台
詞
が
欠
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
葉

を
発
し
な
い
人
物
達
は
ま
る
で
静
物
の
よ
う
で
あ
る
。
特
に
終
始
俯
い
て

い
る
だ
け
の
佐
野
は
動
き
が
な
く
、
ほ
と
ん
ど
静
物
と
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
台
詞
な
し
の
人
物
シ
ョ
ッ
ト
で
は
、
台
詞
の
代
わ

り
に
列
車
の
走
行
音
の
み
が
響
く
結
果
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
人
物

シ
ョ
ッ
ト
は
、
人
物
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
シ
ー
ン
の
最
後
に
一

回
だ
け
挿
入
さ
れ
る
網
棚
の
堀
川
の
遺
骨
を
納
め
た
骨
箱
の
シ
ョ
ッ
ト
と

様
相
を
等
し
く
す
る
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
骨
箱
も
、
同
じ
く
走
行

音
の
響
く
中
、
微
動
だ
に
せ
ず
に
静
か
に
静
物
と
し
て
車
内
に
据
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
台
詞
を
は
ぎ
取
る
事
で
人
物
の
静
物
化

が
図
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
人
物
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
次
第
に
台
詞

が
差
し
引
か
れ
、
無
言
の
人
物
と
走
行
音
だ
け
が
残
る
。
そ
れ
に
続
い
て

同
じ
く
走
行
音
を
基
底
音
と
す
る
骨
箱
の
シ
ョ
ッ
ト
が
打
ち
込
ま
れ
る
事

で
、
人
物
の
行
く
末
が
示
さ
れ
る
。
物
語
の
主
人
公
は
と
う
と
う
物
（
骨

箱
）
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
物
語
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

静
物
と
し
て
の
人
物
と
い
う
点
で
は
、
シ
ー
ン
冒
頭
の
二
シ
ョ
ッ
ト
で
眠

る
演
技
を
す
る
エ
キ
ス
ト
ラ
達
も
同
様
で
あ
る
。
骨
箱
と
同
様
、
彼
ら
も

走
行
音
と
共
に
微
動
だ
に
せ
ず
、
車
内
に
静
か
に
置
か
れ
て
い
る
。
骨
箱

の
シ
ョ
ッ
ト
並
び
に
骨
箱
化
し
て
い
る
人
物
シ
ョ
ッ
ト
は
、
例
に
漏
れ
ず

固
定
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
ス
チ
ー
ル
写
真
を
思
わ
せ
、

て
カ
メ
ラ
か
ら
遠
ざ
か
る
。
人
物
が
カ
メ
ラ
か
ら
離
れ
る
様
は
、
物
語
の

終
わ
り
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う（

14
）。
実
際
、
物
語
は
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
終
わ

る
。
映
画
が
始
ま
っ
て
こ
の
か
た
ず
っ
と
人
物
を
追
い
続
け
て
い
た
カ
メ

ラ
は
、
も
は
や
人
物
の
後
を
追
う
事
は
な
い
の
で
あ
る
。

4
　
人
物
シ
ョ
ッ
ト

　

両
シ
ー
ン
と
も
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
人
物
が
会
話
を
す
る
。
シ
ー
ン
の
ほ

と
ん
ど
は
、
会
話
す
る
二
人
の
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
撮
っ
た
シ
ョ

ッ
ト
（
以
下
、
人
物
シ
ョ
ッ
ト
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の
人
物
シ
ョ
ッ
ト
に
は
必
ず
台
詞
が
伴

い
、
台
詞
が
終
わ
る
と
同
時
に
次
の
シ
ョ
ッ
ト
に
切
り
替
わ
る
。
一
方
、

東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の
人
物
シ
ョ
ッ
ト
に
は
、
台
詞
が
伴
っ
て

い
な
い
シ
ョ
ッ
ト
が
計
七
シ
ョ
ッ
ト
あ
る
。
水
戸
の
シ
ョ
ッ
ト
で
は
四
シ

ョ
ッ
ト
で
台
詞
が
発
せ
ら
れ
な
い
。
一
つ
目
で
は
水
戸
は
膝
の
上
で
ハ
ン

ケ
チ
を
い
じ
り
、
二
つ
目
で
は
佐
野
の
方
を
見
つ
め
、
三
つ
目
で
は
ゆ
っ

く
り
う
な
ず
き
、
四
つ
目
で
は
ハ
ン
ケ
チ
で
顔
を
覆
っ
て
い
る
。
ど
の
シ

ョ
ッ
ト
で
も
、
水
戸
の
台
詞
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
佐
野
の
台
詞
も
挿
入

さ
れ
て
い
な
い
。
同
様
に
佐
野
の
シ
ョ
ッ
ト
で
も
三
シ
ョ
ッ
ト
で
台
詞
が

発
せ
ら
れ
な
い
。
こ
の
三
シ
ョ
ッ
ト
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
佐
野
は
ほ
ぼ

同
じ
体
勢
で
車
窓
の
方
を
向
い
て
俯
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
常
に
人
物
の
ど
ち
ら
か
の
台
詞
が
伴
っ
て
い
る
金
沢
・
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こ
こ
に
は
、
俯
く
か
長
々
と
話
す
か
ど
ち
ら
か
の
佐
野
と
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ

ー
か
一
言
二
言
か
ど
ち
ら
か
の
水
戸
、
と
い
う
対
比
が
確
認
で
き
る
。
こ

う
し
た
事
で
、
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
に
お
け
る
内
容
的
に
も
時

間
的
に
も
均
質
な
短
い
シ
ョ
ッ
ト
の
積
み
重
ね
が
生
む
軽
快
な
リ
ズ
ム
の

切
返
し
で
は
な
く
、
内
容
的
に
も
時
間
的
に
見
て
も
ラ
ン
ダ
ム
な
シ
ョ
ッ

ト
の
織
り
な
す
や
や
リ
ズ
ム
感
に
欠
け
る
切
返
し
が
見
て
取
れ
る
。
佐
野

の
冗
長
ぎ
み
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
短
い
水
戸
の
シ
ョ
ッ
ト
と
好
対
照
を
な
し

て
シ
ー
ン
全
体
に
弛
緩
し
た
雰
囲
気
を
与
え
て
い
る
。

三
　
列
車
へ
の
乗
車

　

映
画
の
中
盤
、
次
の
よ
う
な
シ
ー
ン
が
あ
る
。
秋
田
で
教
師
と
な
っ
た

良
平
の
生
徒
達
の
会
話
シ
ー
ン
で
あ
る
。
生
徒
は
三
人
で
、
そ
れ
ぞ
れ

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
役
名
が
つ
い
て
い
る
。

Ａ
「
あ
、
汽
車
が
行
く
！
」

Ｂ
「
汽
車
見
る
と
家
さ
帰
り
た
く
な
る
な
」

Ａ
「
あ
れ
さ
乗
れ
ば
家
さ
帰
れ
ん
だ
ど
も
」

Ｃ
「
俺
ん
と
こ
、
も
う
少
し
近
き
ゃ
汽
車
通
学
出
来
る
ん
だ
が
な
ぁ
」

Ｂ
「
ず
い
ぶ
ん
長
え
な
ぁ
、
あ
の
汽
車
」

Ｃ
「
帰
り
て
ぇ
な
ぁ
」

シ
ー
ン
の
静
止
性
を
決
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。

5
　
台
詞

　

金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
、
台
詞
は
す
べ
て
一
様
に
短
く
、

シ
ー
ン
は
台
詞
の
長
さ
に
比
例
し
て
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
の
短
い
シ
ョ
ッ
ト
の

連
鎖
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
シ
ョ
ッ
ト
の
均
質
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ

れ
故
シ
ョ
ッ
ト
展
開
は
一
定
の
テ
ン
ポ
で
進
行
し
、
軽
快
な
リ
ズ
ム
を
刻

ん
で
い
る
。
そ
れ
対
し
東
京
・
秋
田
間
の
シ
ー
ン
で
は
、
台
詞
の
長
さ
が

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
佐
野
の
台
詞
は
水
戸
の
台
詞
に
対
し
て
比
較
的
長
い
。

あ
る
佐
野
の
シ
ョ
ッ
ト
で
、
佐
野
は
以
下
の
台
詞
を
一
気
に
言
い
切
る
。

僕
は
子
供
の
時
か
ら
、
い
つ
も
親
爺
と
一
緒
に
暮
ら
す
の
を
楽
し
み
に

し
て
た
ん
だ
…
…
そ
れ
が
到
頭
一
緒
に
な
れ
ず
、
親
爺
に
死
な
れ
て
し

ま
っ
て
…
…
で
も
よ
か
っ
た
よ
、
た
っ
た
一
週
間
で
も
一
緒
に
暮
ら
せ

て
…
…
そ
の
一
週
間
が
、
今
ま
で
で
一
番
楽
し
い
時
だ
っ
た
よ
。

　

台
詞
の
長
さ
に
比
例
し
て
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
は
同
シ
ー
ン
の
中
で
も
長

い
。
対
し
て
水
戸
の
方
は
、
台
詞
が
極
端
に
短
く
少
な
い
。
水
戸
の
台
詞

は
、「
ね
え
、
清
ち
ゃ
ん
も
う
寝
た
で
し
ょ
う
か
？
」・「
え
え
」・「
え
え
、

そ
う
で
す
ね
」
の
三
つ
だ
け
で
あ
る
。
水
戸
は
台
詞
よ
り
も
、
見
つ
め
た

り
、
う
な
ず
い
た
り
と
い
っ
た
手
段
で
、
佐
野
の
台
詞
に
応
対
し
て
い
る
。
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が
家
族
関
係
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
あ
る
日
、
堀
川
は
東
京

の
碁
会
所
で
偶
然
、
平
田
と
再
会
を
果
た
す
。
金
沢
で
教
師
と
し
て
働
い

て
い
た
両
者
は
今
や
東
京
で
働
く
身
で
あ
る
。
両
者
と
も
東
京
で
職
を
持

ち
住
み
着
い
て
い
る
と
い
う
設
定
か
ら
、
列
車
の
存
在
は
こ
の
再
会
で
は

浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
状
況
と
し
て
、
二
人
と
も
は
る
ば
る
他
都
市

か
ら
列
車
に
乗
っ
て
東
京
の
碁
会
所
に
来
て
ば
っ
た
り
会
っ
た
、
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
同
じ
事
は
、
堀
川
の
金
沢
時
代
の
教
え
子
、
黒
川

と
内
田
と
の
突
然
の
再
会
に
も
い
え
る
。
二
人
は
あ
る
日
突
然
、
堀
川
の

会
社
に
同
窓
会
の
提
案
を
し
に
来
る
。
こ
の
二
人
の
旧
生
徒
達
も
今
や
東

京
で
働
き
生
活
す
る
者
達
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
金
沢
か
ら
東
京
の
堀
川
に

会
い
に
来
た
と
い
う
設
定
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
も
あ
た
か
も

二
人
を
恩
師
に
引
き
合
わ
せ
て
い
る
と
い
っ
た
列
車
の
姿
は
浮
上
し
な
い
。

列
車
の
使
用
が
音
な
り
映
像
な
り
に
よ
っ
て
顕
示
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の

使
用
を
喚
起
さ
せ
る
に
は
、
列
車
で
の
移
動
が
前
提
と
な
る
遠
方
か
ら
来

た
も
し
く
は
そ
う
し
た
遠
方
へ
行
く
と
い
う
設
定
が
必
要
と
な
る
。
家
族

で
は
な
い
彼
ら
に
は
、
ど
う
し
て
か
そ
う
し
た
設
定
が
用
意
さ
れ
て
お
ら

ず
、
決
ま
っ
て
田
舎
・
他
都
市
の
よ
う
な
遠
方
か
ら
来
て
遠
方
へ
去
る
の

は
、
こ
の
映
画
で
は
家
族
関
係
に
あ
る
者
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

家
族
と
の
再
会
・
別
離
と
し
て
、
冒
頭
の
修
学
旅
行
で
の
乗
車
を
考
え

て
み
よ
う
。
金
沢
の
中
学
生
の
東
京
方
面
へ
の
旅
行
で
あ
る
か
ら
、
シ
ー

ン
と
し
て
は
描
か
れ
な
い
が
、
金
沢
か
ら
東
京
ま
で
の
移
動
に
は
列
車
が

　

こ
の
台
詞
の
や
り
取
り
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
生
徒
達
に
と
っ
て
列
車

に
乗
る
事
は
、
家
に
帰
る
事
と
直
結
し
て
い
る
。
家
に
帰
る
、
す
な
わ
ち

そ
れ
は
、
家
族
に
会
う
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
シ
ー
ン
か
ら
読
み
取
れ

る
、
列
車
に
乗
る
＝
家
族
に
会
う
、
と
い
う
等
式
は
、
こ
の
映
画
の
物
語

全
体
に
お
い
て
有
効
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
列
車
に
乗
っ
て
家

族
と
の
再
会
を
果
た
し
た
人
物
は
、
ま
た
列
車
に
乗
っ
て
家
族
と
別
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
映
画
で
は
、
列
車
に
乗
る
＝
家
族
に
会
う
、
と
同
時
に
、
列

車
に
乗
る
＝
家
族
と
別
れ
る
、
と
い
う
等
式
も
存
在
す
る
。
先
に
指
摘
し

た
よ
う
に
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
父
子
は
、
再
会
と
別
離
を
繰
り
返
し
、
そ

れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
列
車
で
あ
っ
た
。
描
か
れ
る
三
回
の
再
会
シ

ー
ン
で
は
、
三
回
と
も
両
者
の
ど
ち
ら
か
が
ま
た
は
両
者
共
が
列
車
に
乗

っ
て
再
会
し
・
別
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
例
え
ば
一
度
目
の
上
田
の
町

で
の
再
会
で
は
、
列
車
の
映
像
こ
そ
現
れ
な
い
が
、
堀
川
が
田
舎
か
ら
二

里
近
く
の
距
離
を
徒
歩
で
来
て
い
る
事
は
考
え
に
く
く
、
列
車
の
存
在
が

示
唆
さ
れ
る
。
決
ま
っ
て
『
父
あ
り
き
』
の
人
物
達
は
、
列
車
に
乗
っ
て

家
族
に
会
い
に
行
き
、
列
車
に
乗
っ
て
家
族
と
別
れ
る
。
つ
ま
り
列
車
へ

の
乗
車
に
は
、
家
族
と
の
再
会
に
つ
な
が
る
再
会
の
乗
車
と
、
家
族
と
の

別
離
に
つ
な
が
る
別
離
の
乗
車
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
。

　

こ
れ
を
家
族
以
外
の
人
物
、
例
え
ば
、
元
同
僚
の
平
田
と
の
再
会
と
比

較
し
て
み
る
と
、
い
か
に
列
車
が
引
き
合
わ
せ
、
ま
た
離
散
さ
せ
る
関
係



言語社会　第 9号　　286

そ
れ
で
は
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
顕
在
化
し
て
い
る
二
つ
の
乗
車
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。
潜
在
的
な
次
元
に
留
ま
っ
て
い
た
列
車
で
の
移
動
が
、

こ
こ
で
は
音
と
映
像
に
よ
り
露
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
父
子
の
金
沢
か
ら
上
田
へ
の
移
動
で
あ
る
。
堀
川
に
と
っ
て
上

田
は
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
、
親
族
の
墓
地
が
あ
る
。
墓
地
の
シ
ー
ン
は
存

在
し
な
い
が
、
堀
川
と
良
平
は
、
上
田
に
到
着
後
、
ま
ず
親
族
の
墓
参
り

に
行
っ
て
い
る
事
が
、
列
車
シ
ー
ン
に
続
く
め
し
屋
の
シ
ー
ン
で
明
ら
か

に
さ
れ
る
。「
さ
っ
き
お
墓
へ
お
詣
り
し
た
だ
ろ
う
」。「
お
母
さ
ん
の
お

墓
の
隣
り
に
お
祖
父
さ
ん
の
お
墓
が
あ
っ
た
ろ
う
」。
上
田
に
は
、
堀
川

の
亡
き
妻
と
父
の
墓
、
す
な
わ
ち
良
平
の
母
と
祖
父
の
墓
が
あ
り
、
列
車

で
上
田
に
到
着
後
、
父
子
は
墓
参
り
と
い
う
形
で
、
今
は
亡
き
家
族
に
再

会
し
て
い
る
。
こ
こ
で
列
車
に
乗
る
と
い
う
行
為
が
、
は
っ
き
り
と
家
族

に
会
う
（
再
会
す
る
）
と
い
う
事
に
呼
応
し
て
い
る
様
が
確
認
で
き
、
二

人
の
列
車
へ
の
乗
車
は
、
再
会
の
乗
車
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
シ
ー

ン
の
表
れ
が
、
動
き
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
為
で
あ
る
。

杉
山
昭
夫
は
「
小
津
に
と
っ
て
乗
物
は
」、「
視
覚
的
リ
ズ
ム
（
車
内
の
構

図
の
変
化
も
含
め
て
）
を
創
り
出
す
た
め
の
格
好
の
素
材
だ
っ
た
」
と
指

摘
し
て
い
る
が（

15
）、
こ
の
シ
ー
ン
で
は
そ
の
素
材
が
最
大
限
に
活
か
さ
れ

て
い
る
。
確
か
に
、
俳
優
が
揺
れ
、
車
窓
に
風
景
が
流
れ
、
そ
れ
が
軽
快

な
リ
ズ
ム
の
シ
ョ
ッ
ト
転
換
で
示
さ
れ
る
事
で
、
こ
こ
で
は
他
の
シ
ー
ン

に
な
い
視
覚
的
リ
ズ
ム
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。
堀
川
の
帰
郷
の
喜
び
や
良

使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
列
車
に
乗
る
と
い
う
事
は
、
堀
川
に

と
っ
て
も
そ
の
生
徒
達
に
と
っ
て
も
表
向
き
は
旅
行
地
へ
行
く
事
の
他
に

意
味
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
列
車
で
旅
立
つ
事
は
、
束
の
間

で
は
あ
り
な
が
ら
家
族
と
の
別
れ
を
意
味
し
、
別
離
の
乗
車
に
他
な
ら
な

い
。
特
に
旅
行
地
で
事
故
死
す
る
生
徒
に
と
っ
て
は
そ
の
意
味
は
強
く
な

る
。
な
ぜ
な
ら
、
列
車
に
乗
っ
て
旅
行
に
出
か
け
た
そ
の
生
徒
は
、
他
の

生
徒
達
と
は
違
っ
て
帰
り
の
再
会
の
乗
車
を
待
つ
事
な
く
、
現
地
で
家
族

と
死
別
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
家
族
は
、
こ
の
死
ん
だ
子
供

に
会
い
に
や
は
り
列
車
に
乗
っ
て
旅
行
地
に
赴
く
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
息

子
の
死
を
確
認
す
る
為
と
い
う
意
味
で
そ
れ
は
別
離
の
乗
車
で
あ
る
。
事

故
後
の
お
通
夜
の
シ
ー
ン
で
、
電
報
が
届
き
、
家
族
は
夜
行
列
車
で
駆
け

つ
け
る
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
父
兄
の
方
は
、
今
夜
の
夜
行
に
の
ら

れ
る
そ
う
で
…
…
」。

　

そ
の
他
、
列
車
で
の
移
動
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
良
平
の
進
学
の

為
の
仙
台
行
き
、
就
職
の
為
の
秋
田
行
き
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
乗
車
は

い
ず
れ
も
、
別
離
の
乗
車
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
良
平
は
ど
う
し
て
か
堀
川

の
い
る
東
京
に
は
進
学
せ
ず
、
就
職
も
し
な
い
。
父
で
あ
る
堀
川
か
ら
離

れ
る
形
で
、
上
田
か
ら
仙
台
、
仙
台
か
ら
秋
田
と
、
東
京
か
ら
距
離
的
に

少
し
ず
つ
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
に
は
訳
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
良
平
に
と
っ

て
列
車
へ
の
乗
車
は
、
進
学
の
為
で
も
な
く
就
職
の
為
で
も
な
く
、
紛
れ

も
な
く
堀
川
か
ら
別
れ
・
離
れ
る
為
の
別
離
の
乗
車
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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も
こ
こ
で
は
、
あ
た
か
も
父
を
弔
う
か
の
ご
と
く
、
金
沢
・
上
田
間
の
移

動
以
来
、
潜
在
的
な
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
た
列
車
で
の
移
動
が
、
音
と

映
像
に
よ
っ
て
一
挙
に
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
が
、
ふ
み
子
に
と
っ
て
も
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く
別
離
の
乗
車
を
意
味
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ふ
み
子
は
、
父
で
あ
る
平
田
と
弟
・

清
一
を
東
京
に
残
し
て
、
良
平
と
共
に
秋
田
へ
引
っ
越
す
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
新
天
地
で
生
活
を
始
め
る
新
婚
二
人
の
乗
る
列
車
が
、
暗
く
静

か
な
様
で
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
外
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
陰
鬱
と
し
た
車

内
で
、
人
物
は
微
動
だ
に
せ
ず
静
か
に
座
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
響
く
の
は

走
行
音
と
水
戸
の
啜
り
泣
く
声
だ
け
で
あ
る
。
車
内
の
雰
囲
気
は
あ
た
か

も
お
葬
式
の
そ
れ
で
あ
る
。
や
は
り
こ
の
移
動
は
、
二
人
の
新
生
活
へ
の

晴
れ
や
か
な
門
出
で
は
な
く
、
堀
川
と
の
別
れ
、
す
わ
な
ち
別
離
の
乗
車

で
あ
る
。
こ
こ
で
良
平
と
ふ
み
子
の
堀
川
を
失
っ
た
哀
し
み
が
シ
ー
ン
の

表
れ
に
接
続
さ
れ
て
い
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

四
　
別
離
の
乗
車

　

金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
と
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
の
表

れ
の
違
い
に
は
、
再
会
の
乗
車
か
別
離
の
乗
車
か
と
い
う
物
語
レ
ベ
ル
の

類
別
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
金
沢
・
上
田
間
の
列
車
シ
ー

ン
で
は
、
車
内
の
揺
れ
、
車
窓
か
ら
の
流
れ
る
風
景
、
走
行
シ
ョ
ッ
ト
の

平
の
未
知
の
地
へ
の
期
待
感
と
い
っ
た
も
の
が
、
こ
こ
で
見
事
に
シ
ー
ン

の
表
れ
に
接
続
さ
れ
て
い
る
様
が
確
認
で
き
よ
う
。
こ
の
移
動
に
は
、
悲

し
い
死
に
続
く
辞
職
が
招
い
た
移
動
（
都
落
ち
）
と
い
う
側
面
よ
り
も
、

故
郷
に
帰
る
＝
家
族
に
会
う
為
の
移
動
（
帰
郷
）
と
い
う
側
面
に
力
点
が

置
か
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
明
る
く
リ
ズ
ミ
カ
ル

で
動
的
な
描
写
に
は
な
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
小
津
映
画
は
常
に

空
が
晴
れ
て
い
る
事
で
知
ら
れ
る
が（

16
）、
こ
こ
で
車
内
に
日
が
差
し
込
み

例
外
な
く
晴
天
で
あ
る
事
を
示
す
の
は
、
や
は
り
こ
れ
が
再
会
の
乗
車
だ

か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
良
平
と
ふ
み
子
の
東
京
か
ら
秋
田
へ
の
移
動
を
次
に
考
え
て
み

よ
う
。
良
平
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
で
秋
田
へ
移
動
す
る
事
は
、
勤
務
地
へ

帰
る
と
い
う
程
度
の
意
味
し
か
持
た
な
い
。
ふ
み
子
に
至
っ
て
は
、
夫
に

付
い
て
そ
の
勤
務
地
へ
引
っ
越
す
事
で
し
か
な
い
。
両
者
に
と
っ
て
、
秋

田
は
故
郷
で
も
家
族
の
待
つ
場
所
で
も
な
い
。
文
字
通
り
何
の
縁
も
ゆ
か

り
も
な
い
都
市
で
あ
る
。
列
車
に
乗
る
＝
家
族
に
再
会
す
る
、
と
い
う
等

式
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
こ
れ
は
再
会
の
乗
車
で
は
な
い
。
堀
川
の
死
後
、

遺
骨
を
持
っ
て
列
車
に
乗
る
良
平
に
と
っ
て
、
こ
の
乗
車
は
再
会
の
乗
車

で
は
な
く
、
父
と
別
れ
る
為
の
別
離
の
乗
車
で
あ
る
。
確
か
に
死
別
は
も

う
既
に
列
車
に
乗
る
前
の
東
京
の
病
室
で
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

列
車
に
乗
る
事
で
、
良
平
は
改
め
て
堀
川
と
の
永
遠
の
別
れ
を
宣
言
す
る
。

そ
う
し
た
儀
式
的
な
機
能
を
こ
の
列
車
へ
の
乗
車
は
担
っ
て
い
る
。
し
か
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光
の
面
で
極
め
て
高
度
な
技
術
を
要
す
る
困
難
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
事

実
を
無
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
厚
田
は
次
の
よ
う
に
撮
影
時
を
振
り

返
っ
て
い
る
。「『
父
あ
り
き
』
と
い
え
ば
、
父
と
子
が
汽
車
の
シ
ー
ト
に

向
か
い
あ
っ
て
坐
っ
て
い
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
泣
か
さ
れ

ま
し
た
ね
。
窓
の
外
に
空
が
見
え
て
ま
す
か
ら
、
と
ん
じ
ゃ
い
ま
す
」（18
）。

「
と
ん
じ
ゃ
い
ま
す
」
と
は
白
と
び
と
呼
ば
れ
る
強
い
光
の
あ
た
る
部
分

が
極
端
に
露
出
オ
ー
バ
ー
と
な
り
真
っ
白
に
な
る
現
象
の
事
で
あ
る
。
こ

の
白
と
び
を
避
け
る
為
、
選
択
肢
と
し
て
、
走
行
中
と
い
う
設
定
で
あ
っ

て
も
停
車
し
た
車
内
で
の
自
然
光
を
排
し
て
の
撮
影
が
選
ば
れ
る
事
が
あ

る
。
特
に
被
写
体
が
ス
タ
ー
女
優
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
は
な
お
さ
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
表
れ
の
相
違
を
単
に
技
術
的
な
問
題
だ
け
に
還
元
し
て

語
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
か
。
と
い
う
の
は
別
離
の
乗
車
に
限
っ
て
言

え
ば
、
他
の
小
津
映
画
に
も
こ
う
し
た
呼
応
関
係
が
明
確
に
見
出
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

『
父
あ
り
き
』
だ
け
を
み
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
偶
然
に
も
思
え
る
列

車
内
の
静
的
な
表
れ
と
別
離
と
い
う
テ
ー
マ
の
呼
応
関
係
は
、
他
の
小
津

映
画
を
見
渡
す
事
で
偶
然
で
な
い
事
が
わ
か
る
。
東
京
・
秋
田
間
の
列
車

シ
ー
ン
と
表
れ
を
等
し
く
す
る
静
的
な
列
車
シ
ー
ン
は
『
東
京
物
語
』・

『
東
京
暮
色
』・『
彼
岸
花
』（
一
九
五
八
）・『
浮
草
』（
一
九
五
九
）
に
も

存
在
し
、
い
ず
れ
も
物
語
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
家
族
と
の
別
れ
の
乗
車
を

描
い
て
い
る
。『
東
京
物
語
』
の
紀
子
は
列
車
に
乗
っ
て
義
母
・
と
み
と

視
点
・
フ
レ
ー
ム
の
変
化
、
カ
メ
ラ
と
人
物
の
場
の
共
有
性
、
軽
快
な
リ

ズ
ム
の
シ
ョ
ッ
ト
転
換
と
い
っ
た
諸
々
の
要
素
が
合
わ
さ
り
一
つ
の
動
的

と
も
い
う
べ
き
表
れ
を
形
成
し
、
そ
れ
は
物
語
上
の
再
会
の
乗
車
と
い
う

状
況
と
呼
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
東
京
・
秋
田
間
の
列
車
シ
ー
ン
で
は
、

揺
れ
の
不
在
、
車
内
の
密
閉
性
、
走
行
シ
ョ
ッ
ト
の
視
点
・
フ
レ
ー
ム
の

不
変
性
、
カ
メ
ラ
と
人
物
の
離
別
、
リ
ズ
ム
感
に
欠
け
る
弛
緩
し
た
シ
ョ

ッ
ト
展
開
と
い
っ
た
諸
々
の
要
素
が
合
わ
さ
り
一
つ
の
静
的
と
も
い
う
べ

き
表
れ
を
形
成
し
、
そ
れ
は
物
語
上
の
別
離
の
乗
車
と
い
う
状
況
と
呼
応

し
て
い
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
、
映
画
の
表
れ
と
物
語
が
交
わ
る
接
触
点
で

あ
る
。
走
行
中
の
列
車
の
揺
れ
を
止
め
て
で
も
自
身
の
物
語
世
界
に
忠
実

で
あ
ろ
う
と
す
る
事
か
ら
く
る
接
触
点
。
そ
れ
は
や
や
と
も
す
れ
ば
観
る

者
に
違
和
感
を
与
え
か
ね
な
い
。
そ
れ
で
も
小
津
は
「
芸
術
の
こ
と
は
自

分
に
従
う
か
ら
、
ど
う
に
も
き
ら
い
な
も
の
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ん
だ
。

だ
か
ら
こ
れ
は
不
自
然
だ
と
云
う
こ
と
は
百
も
承
知
で
、
し
か
も
ぼ
く
は

嫌
い
な
ん
だ
」（17
）と
言
っ
て
頑
に
自
身
の
映
画
の
道
を
譲
ら
な
か
っ
た
。

　

当
然
の
事
な
が
ら
、
両
シ
ー
ン
の
表
れ
の
違
い
は
所
詮
、
撮
影
時
、
列

車
を
走
ら
せ
た
か
否
か
、
そ
れ
だ
け
の
事
だ
と
こ
の
接
触
点
を
単
な
る
偶

然
の
産
物
と
切
り
捨
て
る
事
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
表
れ
を

左
右
す
る
列
車
を
走
ら
せ
る
か
否
か
の
選
択
に
は
、
本
を
正
せ
ば
物
語
と

い
う
よ
り
技
術
的
な
問
題
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
時

下
、
予
算
の
限
ら
れ
て
い
た
当
時
、
列
車
を
走
行
さ
せ
て
の
撮
影
は
、
採
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結
論

　

蓮
實
は
小
津
映
画
の
列
車
シ
ー
ン
に
は
「
小
津
的
な
運
動
」（20
）が
あ
る

と
言
う
。「
小
津
的
な
運
動
」
と
は
「
キ
ャ
メ
ラ
自
身
は
い
さ
さ
か
も
運

動
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
れ
が
据
え
ら
れ
て
い
る
土
台
が
移
動
し
て
い
る

こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
」（21
）運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
移
動
撮
影
が
限
ら
れ
て

お
り
、
固
定
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
な
る
小
津
映
画
に
お
い
て
希
有
な
運
動
で
あ

る
。
蓮
實
は
そ
れ
を
「
爽
快
な
画
面
」（22
）・「
鮮
や
か
な
運
動
感
覚
」（23
）で

あ
る
と
言
っ
て
称
揚
す
る
。

被
写
体
が
動
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
キ
ャ
メ
ラ
も
固
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
に
、
通
勤
列
車
や
市
電
や
遊
覧
バ
ス
や
連
絡
船
の
よ
う

に
動
く
も
の
の
上
に
そ
れ
が
据
え
ら
れ
て
い
る
場
合
の
運
動
感
覚
、
そ

れ
が
小
津
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
細
部
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ

わ
れ
は
認
識
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い（

24
）。

　

し
か
し
そ
れ
が
ど
う
し
て
「
重
要
な
細
部
」
で
あ
る
か
は
明
言
さ
れ
な

い
。「
小
津
的
な
運
動
」
は
た
だ
「
爽
快
な
・
鮮
や
か
な
」
と
い
っ
た
抽

象
的
な
形
容
詞
だ
け
で
肯
定
さ
れ
る
。
も
し
運
動
が
小
津
映
画
に
お
い
て

重
要
な
細
部
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
爽
快
だ
か
ら
で
も
、
鮮
や
か

別
れ
、『
東
京
暮
色
』
の
喜
久
子
は
列
車
に
乗
っ
て
娘
・
孝
子
と
別
れ
、

『
彼
岸
花
』
の
平
山
は
列
車
に
乗
っ
て
娘
・
節
子
と
別
れ（

19
）、『
浮
草
』
の

駒
十
朗
は
列
車
に
乗
っ
て
息
子
・
清
と
別
れ
る
。
い
ず
れ
の
シ
ー
ン
も
車

窓
が
尽
く
排
除
さ
れ
、
そ
の
密
室
の
車
内
に
は
微
動
だ
に
し
な
い
人
物
達

が
静
か
に
座
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
、
外
部
が
遮
断
さ
れ
た

密
閉
さ
れ
た
不
動
の
列
車
内
の
画
面
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
し
て
か
小
津

映
画
に
お
い
て
、
い
つ
も
別
れ
と
い
う
テ
ー
マ
を
召
喚
し
、
物
語
の
流
れ

に
家
族
の
別
離
、
特
に
親
子
の
そ
れ
を
導
入
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。『
東
京
物
語
』・『
東
京
暮
色
』
の
シ
ー
ン
が
映
画
の
終
わ
り
近
く
に

位
置
し
、
そ
し
て
『
彼
岸
花
』・『
浮
草
』
の
シ
ー
ン
が
『
父
あ
り
き
』
同

様
、
映
画
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
あ
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
別
離
の
乗
車

ほ
ど
小
津
映
画
の
終
わ
り
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な
い
。
列
車
は
、
骨
箱

化
（
静
物
化
）
し
て
ゆ
く
人
物
を
乗
せ
な
が
ら
、
観
客
の
映
画
と
の
別
れ
、

す
な
わ
ち
映
画
の
終
わ
り
を
告
げ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
逆
に
、『
晩
春
』
の
紀
子
が
横
須
賀
線
で
東
京
へ
病
院
に
行
く

シ
ー
ン
の
よ
う
な
物
語
に
別
段
別
れ
を
導
入
し
な
い
列
車
シ
ー
ン
は
、
尽

く
動
的
な
シ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、『
麥
秋
』（
一
九
五

一
）
の
康
一
が
同
僚
の
西
脇
と
通
勤
す
る
シ
ー
ン
で
あ
り
、『
青
春
の
夢

い
ま
い
づ
こ
』（
一
九
三
二
）
の
お
繁
と
斎
木
が
新
婚
旅
行
へ
出
発
す
る

シ
ー
ン
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
開
放
感
溢
れ
る
風
景
を
背
景
に
、
日
光
の
下
、

人
物
は
列
車
に
揺
ら
れ
て
い
る
。
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ら
も
し
列
車
内
の
揺
れ
な
い
画
面
が
違
和
感
を
も
た
ら
す
と
し
た
ら
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
揺
れ
の
不
在
と
い
う
一
点
だ
け
に
気
を
取
ら
れ
て
い
る
場

合
で
あ
る
。
揺
れ
と
い
う
要
素
だ
け
で
な
く
、
総
体
と
し
て
の
表
れ
と
物

語
の
呼
応
関
係
の
中
で
シ
ー
ン
を
改
め
て
捉
え
直
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
違

和
感
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
関
係
は
、
作
品
の
「
内
在

的
規
範
」
に
準
じ
た
首
尾
一
貫
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
規
範
は
『
父
あ
り
き
』
の
よ
う
な
予
算
面
で
も
内
容
・
表
現
面
で

も
制
限
の
あ
っ
た
「
国
民
映
画
」
に
お
い
て
さ
え
も
健
在
で
あ
る
。
小
津

映
画
は
独
自
の
シ
ス
テ
ム
系
を
形
成
す
る
ほ
ど
綿
密
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
列
車
の
表
象
一
つ
を
と
っ
て
も
独
自
の
コ
ー
ド
で
も
っ
て
表
れ
出

て
い
る
。

だ
か
ら
で
も
な
い
。
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
の
画
面
上
の
運
動
が

密
接
に
物
語
と
呼
応
関
係
を
築
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
確
か
に

運
動
は
小
津
映
画
で
そ
の
稀
少
さ
に
お
い
て
人
の
目
を
引
く
が
、
だ
か
ら

こ
そ
走
行
中
の
列
車
内
の
よ
う
に
「
外
在
的
規
範
」
か
ら
み
る
と
運
動
が

本
来
あ
る
で
あ
ろ
う
場
に
お
い
て
運
動
が
な
い
場
合
の
そ
の
静
止
の
様
に

む
し
ろ
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
津
映
画
に
独
自
性
が
あ
る
と
し

た
ら
静
止
に
こ
そ
あ
り
、
そ
れ
は
運
動
と
同
じ
く
物
語
と
呼
応
関
係
で
結

ば
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
正
確
を
期
す
る
な
ら
、
物
語
と
そ
う
し
た
関
係
を
取
り
持
つ
の

は
運
動
や
静
止
と
い
っ
た
各
要
素
で
は
な
い
。
運
動
の
有
無
を
含
め
た
照

明
や
構
図
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
が
束
と
な
っ
て
形
成
す
る
シ
ー
ン
の
表

れ
が
、
物
語
と
独
自
の
規
範
で
も
っ
て
結
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か

（
1
）Bordw

ell, D
avid. O

zu and the Poetics of Cinem
a. Princeton: 

Princeton U
niversity Press, 1988. p.52.

（
2
）Ibid., p.73.

（
3
）Burch, N

oël. T
o the D

istant O
bserver: Form

 and M
eaning in 

the Japanese Cinem
a. Berkeley: U

niversity of California Press, 

1979. pp.154-185.

（
4
）
ド
ナ
ル
ド
・
リ
チ
ー
『
小
津
安
二
郎
の
美
学　

映
画
の
な
か
の
日
本
』
山

本
喜
久
男
訳
、
社
会
思
想
社
、
一
九
九
三
年
、
三
七
頁
。

（
5
）
松
竹
・
日
活
・
東
宝
・
新
興
・
大
都
・
東
京
発
声
・
興
亜
の
七
社
。

（
6
）
佐
藤
忠
男
『
完
本　

小
津
安
二
郎
の
芸
術
』、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
四

註



291　　小津安二郎『父ありき』の列車表象における「内在的規範」

年
、
三
六
六
頁
。

（
7
）
以
降
、
映
画
の
台
詞
は
井
上
和
男
編
『
小
津
安
二
郎
全
集
〔
上
〕』、
新
書

館
、
二
〇
〇
三
年
、
よ
り
適
宜
修
正
し
つ
つ
引
用
。

（
8
）
田
中
眞
澄
『
小
津
安
二
郎
周
游
』、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
三
年
、
一
八
四

頁
。

（
9
）
長
野
県
佐
久
市
岩
村
田
。

（
10
）
厚
田
雄
春
／
蓮
實
重
彦
『
小
津
安
二
郎
物
語
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三

年
、
一
八
八
頁
。

（
11
）
同
前
、
一
八
二
頁
。

（
12
）
同
前
。

（
13
）
加
藤
幹
郎
『
列
車
映
画
史
特
別
講
義　

芸
術
の
条
件
』、
岩
波
書
店
、
二

〇
一
二
年
、
三
四
―
三
五
頁
。

（
14
）『
一
人
息
子
』（
一
九
三
六
）
で
は
、
逆
に
人
物
の
乗
る
列
車
が
カ
メ
ラ
に

向
か
っ
て
く
る
事
で
物
語
が
始
ま
る
。

（
15
）
杉
山
昭
夫
「
乗
物
」、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
編
『
古
き
も
の
の
美
し
い
復

権　

小
津
安
二
郎
を
読
む
』、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二

八
四
頁
。

（
16
）
蓮
實
重
彦
「
晴
れ
る
こ
と
」、『
監
督
小
津
安
二
郎　

増
補
決
定
版
』、
筑

摩
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
一
五
五
―
一
七
八
頁
。

（
17
）
小
津
が
独
自
の
撮
影
法
全
般
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
。
田
中
眞
澄
編
『
小

津
安
二
郎
戦
後
語
録
集
成　

昭
和
21
（
一
九
四
六
）
年
―
昭
和
38
（
一
九

六
三
）
年
』、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
九
一
年
、
三
〇
四
頁
。

（
18
）
厚
田
／
蓮
實
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

（
19
）
こ
の
シ
ー
ン
は
、
平
山
が
広
島
に
駆
け
落
ち
同
然
で
嫁
に
行
っ
た
娘
に
会

い
に
行
く
映
画
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
あ
る
。
一
見
こ
れ
は
娘
と
の
再
会
の

乗
車
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
こ
で
広
島
へ
赴
く
事
は
、
今
ま
で
頑
に
反

対
し
て
い
た
結
婚
を
認
め
る
事
を
意
味
し
、
実
は
娘
と
の
別
れ
の
乗
車
で

あ
る
事
が
わ
か
る
。
平
山
は
結
婚
を
認
め
る
こ
と
で
、
娘
を
手
放
す
こ
と

に
な
る
。

（
20
）
蓮
實
、
前
掲
書
、
一
四
六
頁
。

（
21
）
同
前
、
一
四
四
頁
。

（
22
）
同
前
、
一
四
〇
頁
。

（
23
）
同
前
、
一
四
六
頁
。

（
24
）
同
前
。

 

（
ま
さ
き
よ　

け
ん
す
け
／
博
士
後
期
課
程
）


