
初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
五
九

は
じ
め
に

映
画
草
創
期
、
日
本
の
物
語
映
画
の
多
く
は
、
人
気
小
説
を
元
に
上
演
さ
れ

普
及
し
た
演
劇
と
い
う
媒
体
の
上
に
成
立
し
て
い
た
。
演
劇
が
人
気
を
博
す
こ

と
で
、
新
聞
と
い
う
日
常
的
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
日
々
発
信
さ
れ
る
小
説
は
、
誰

も
が
知
り
得
る
物
語
と
し
て
大
衆
の
間
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

は
広
く
社
会
へ
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
気
小
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
舞

台
化
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
挿
絵
、
写
真
な
ど

の
イ
メ
ー
ジ
も
伴
っ
て
社
会
に
浸
透
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
時

代
的
な
背
景
が
、
未
成
熟
で
あ
っ
た
草
創
期
の
日
本
映
画
を
大
き
く
支
え
て
い

た
。
草
創
期
の
映
画
製
作
者
は
、
人
気
小
説
を
映
像
化
す
る
最
初
の
作
業
と
し

て
、
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
伴
う
形
で
認
識
さ
れ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
描
こ
う
と

試
み
、
徐
々
に
映
画
固
有
の
表
現
形
態
を
模
索
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
小
説
か
ら
演
劇
、
そ
し
て
映
画
へ
と
推
移
し
た
日
本
の
初

期
映
画
、
中
で
も
新
派
演
劇
を
題
材
と
し
て
製
作
さ
れ
た
作
品
に
お
け
る
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
を
検
証
し
、
そ
こ
に
描
写
さ
れ
た
日
本
映
画

の
固
有
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
、
ま
た
、
草
創
期
を
経
て
日
本
映
画
が
ど
の
よ

う
に
発
達
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
残
存
す
る
貴
重
な
映
像
資
料
で
あ
る
、
日
活
向
島
製
作
の
『
う
き

世
』（
一
九
一
六
年
）
と
、『
二
人
静
』（
一
九
二
二
年
）
に
お
い
て
見
ら
れ
る

表
現
形
態
を
、
そ
の
原
作
と
映
像
の
双
方
か
ら
検
証
し
て
い
く
。
多
数
の
登
場

人
物
が
相
互
に
絡
み
合
い
、
複
雑
な
人
間
模
様
を
描
い
た
原
作
が
、
演
劇
を
挟

ん
で
ど
の
よ
う
に
映
画
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
形
成
し
、
ま
た
そ
の
過
程
に
お
い
て

発
生
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う
に
映
像
化
さ
れ
た
の
か
、
更
に
、
と
も
に
同

じ
原
作
者
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
小
説
が
映
画
化
さ
れ
た
際
、
一
九
一
六
年
製
作

の
『
う
き
世
』
と
一
九
二
二
年
製
作
の
『
二
人
静
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
共

通
点
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
相
違
点
を
見
せ
て
い
る
の
か
、
と
い
う

点
に
着
目
し
、
当
時
の
日
本
映
画
界
の
動
向
も
含
め
考
察
を
進
め
て
い
く
も
の

初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

│
│ 

日
活
向
島
製
作
『
う
き
世
』『
二
人
静
』
に
お
け
る
検
証 

│
│

谷　

口　

紀　

枝



一
六
〇

で
あ
る
。１

．
新
聞
連
載
小
説
『
う
き
世
』『
二
人
静
』

小
説
『
う
き
世
』、『
二
人
静
』
に
見
ら
れ
る
日
本
の
大
衆
小
説
特
有
の
物
語

構
造
は
、
演
劇
、
映
画
化
さ
れ
る
際
、
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
決
定
す
る
上
で
大

変
重
要
な
基
盤
と
な
り
、
ま
た
小
説
の
挿
絵
な
ど
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
付
随
す
る

イ
メ
ー
ジ
が
生
成
さ
れ
る
過
程
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
こ
こ
で
は
ま
ず
小
説
『
う
き
世
』、『
二
人
静
』
に
見
ら
れ
る
特
殊
な

物
語
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

柳
川
春
葉
原
作
『
う
き
世
』
は
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
年
）
七
月
一
六
日

か
ら
、
翌
年
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
四
月
一
五
日
ま
で
、『
東
京
日
日

新
聞
』、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
お
い
て
全
二
六
〇
回
に
渡
り
、
ま
た
『
二
人
静
』

は
、『
う
き
世
』
終
了
後
の
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
五
月
一
六
日
か
ら
一

九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
三
月
二
〇
日
ま
で
『
報
知
新
聞
』
に
お
い
て
全
約
三

〇
〇
回
に
渡
り
連
載
さ
れ
た
通
俗
小
説
で
あ
り
、
中
で
も
家
庭
小
説
と
呼
ば
れ

る
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
家
庭
小
説
と
は
、
家
庭
で
読
ま
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
く
健
全
な
道
徳
性
を
有
し
、
優
雅
な
情
緒
性
を
保
ち
、
更
に
読
者

が
満
足
感
を
覚
え
る
平
和
的
解
決
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
ち
、

明
治
、
大
正
期
を
中
心
に
、
大
衆
に
熱
狂
的
に
支
持
さ
れ
た
大
衆
時
代
小
説
、

推
理
、探
偵
小
説
な
ど
と
並
ぶ
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。）1
（

『
う
き
世
』、『
二

人
静
』
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
両
作
品
に
お
け
る
登
場
人
物

の
置
か
れ
た
背
景
は
異
な
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
様
の
経
路
を
辿
っ
て
進
行
し
て

い
る
。
で
は
ま
ず
は
そ
の
構
造
を
『
う
き
世
』
を
題
材
に
検
証
し
て
み
た
い
。

１
‐
１
．
小
説
『
う
き
世
』

小
説
『
う
き
世
』
の
初
回
は
、「
百
度
参
（
一
）」
と
題
す
る
見
出
し
で
始
ま

り
、
牛
込
榎
町
の
宗
柏
寺
で
百
度
を
踏
ん
で
い
る
娘
早
苗
が
、
大
変
美
し
い
器

量
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
寺
の
参
拝
者
の
噂
で
語
ら
れ
、
終
盤
に
少
年
が
こ
の

参
拝
者
の
横
を
通
過
す
る
形
で
登
場
し
翌
日
へ
「
続
く
」
と
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
少
年
が
早
苗
の
弟
文
夫
で
あ
る
こ
と
は
次
の
日
の
連
載
二
回
目
で
明
ら
か

に
な
る
の
で
あ
る
。『
う
き
世
』
に
お
け
る
物
語
は
、
こ
の
初
回
で
既
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
そ
の
場
の
背
景
を
説
明
す
る
簡
単
な
記
述
の
後
、
人
々
の
会
話

を
主
体
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。
様
々
な
登
場
人
物
は
、
人
々
の
会
話
を
遮
る
よ

う
に
、
あ
る
い
は
、
誰
か
を
訪
問
す
る
、
ま
た
は
偶
然
に
出
会
う
、
と
い
う
形

で
各
回
の
終
盤
に
登
場
し
翌
日
へ
続
く
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繰

り
返
し
つ
つ
作
中
人
物
は
増
え
続
け
、
そ
の
因
果
関
係
を
深
め
な
が
ら
更
に
次

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
繋
が
る
と
い
う
一
貫
し
た
進
行
形
式
を
維
持
し
て
い
る
。
小

説
の
舞
台
が
そ
の
登
場
人
物
の
場
所
移
動
に
伴
う
形
で
、
あ
る
家
庭
か
ら
あ
る

家
庭
へ
と
推
移
す
る
こ
と
で
、
更
に
そ
の
人
間
関
係
は
複
雑
化
し
、
物
語
が
進

展
し
て
い
く
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
う
き
世
』
に
お
い
て
は
、
眞
木
原
家
、
荒
澤
家
、
宇
佐
美
子
爵
家
、
高
森



初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
六
一

家
と
い
う
主
な
る
家
族
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
事
情
に

各
親
族
、
友
人
、
隣
人
な
ど
が
絡
ま
る
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
概
要
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

眞
木
原
早
苗
は
、
家
族
の
不
幸
を
一
身
に
背
負
い
な
が
ら
も
そ
の
身
を
案
じ
、

今
日
も
百
度
を
踏
ん
で
い
る
。
早
苗
の
父
眞
木
原
直
隆
は
、
元
華
族
で
あ
り
な

が
ら
事
業
の
失
敗
に
よ
り
今
は
零
落
し
た
立
場
に
あ
り
、
義
理
の
妹
の
嫁
ぎ
先

で
あ
る
宇
佐
美
子
爵
家
に
借
金
を
重
ね
る
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。
ま
た
兄
増
穂

は
行
方
不
明
の
身
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
父
直
隆
は
、
宇
佐
美
家
よ
り
援
助
を

断
ら
れ
金
策
に
困
っ
た
挙
げ
句
、
悪
友
倉
橋
に
そ
そ
の
か
さ
れ
、
娘
早
苗
を
家

系
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
高
森
家
へ
嫁
が
す
こ
と
を
決
め
る
。
早
苗
は
、
弟

文
夫
の
恩
師
で
あ
る
荒
澤
の
妻
の
妹
に
あ
た
る
女
優
三
輪
糸
子
よ
り
高
森
家
へ

嫁
が
ぬ
よ
う
説
得
さ
れ
一
旦
は
家
を
出
る
が
、
そ
の
後
精
神
を
病
ん
だ
父
の
こ

と
を
知
り
、
高
森
へ
嫁
ぐ
決
意
を
す
る
。
そ
の
頃
行
方
不
明
の
兄
増
穂
は
、
女

優
を
引
退
し
た
三
輪
糸
子
の
出
資
の
も
と
航
空
機
開
発
に
励
ん
で
い
た
。
い
よ

い
よ
早
苗
の
婚
儀
が
近
づ
く
中
、
増
穂
の
飛
行
機
は
数
々
の
失
敗
を
乗
り
越
え

よ
う
や
く
大
空
を
舞
う
の
で
あ
る
。

『
う
き
世
』
の
物
語
の
主
題
は
主
に
、
婚
姻
に
関
連
す
る
家
族
問
題
、
登
場

人
物
の
相
関
関
係
、
ま
た
家
族
問
題
の
大
き
な
原
因
と
な
る
金
銭
事
情
を
中
心

に
成
り
立
っ
て
お
り
、
家
庭
内
の
問
題
に
翻
弄
さ
れ
、
悲
劇
的
な
立
場
に
追
い

込
ま
れ
る
女
性
の
境
遇
を
情
緒
的
に
描
き
つ
つ
発
展
し
て
い
る
。
小
説
は
長
編

で
あ
る
が
、
そ
の
描
写
の
大
部
分
は
、
家
族
間
ま
た
は
友
人
と
の
間
で
交
わ
さ

れ
る
口
語
話
体
に
よ
る
会
話
で
成
立
し
て
お
り
、
人
物
主
体
の
枠
を
離
れ
る
こ

と
は
殆
ど
な
い
。
そ
れ
は
小
説
内
で
描
か
れ
る
空
間
の
広
が
り
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
る
。『
う
き
世
』
に
お
け
る
空
間
を
表
す
主
要
な
描
写
は
、
住
環
境
、

例
え
ば
屋
敷
の
一
部
、
部
屋
の
中
、
ま
た
庭
の
一
角
と
い
う
よ
う
な
人
物
を
取

り
巻
く
狭
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
限
定
的
な
場
を
極
め
て

近
い
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
小
説
『
う
き
世
』
に
お
い

て
は
、
人
間
を
自
然
の
一
部
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
、
近
代
文
学
に
見
ら
れ
る

自
然
主
義
的
な
意
識
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
程
確
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
早
苗
が
父
親
か
ら
義
理
の
妹
に
あ
た
る
宇
佐
美
子
爵
夫
人
へ
手
紙

を
届
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
「
使
命
（
二
）」
の
回
で
あ
る
。「
行
っ
て
ま
い
り

ま
す
」
と
言
い
次
の
間
へ
退
い
た
早
苗
は
、
一
行
を
隔
て
た
後
、
た
ち
ま
ち
に

し
て
宇
佐
美
家
の
裏
門
を
く
ぐ
っ
て
い
る
。
早
苗
が
眞
木
原
家
か
ら
ど
の
よ
う

な
経
路
で
宇
佐
美
家
へ
出
向
い
た
の
か
、
そ
の
移
動
に
関
す
る
時
間
の
経
過
や

情
景
の
描
写
は
、
完
全
に
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
は
、
眞
木
原
家

の
座
敷
を
出
た
早
苗
が
、
す
ぐ
後
に
宇
佐
美
家
の
所
従
用
長
屋
の
前
で
使
用
人

古
瀬
に
発
見
さ
れ
、「
是
は
、
早
苗
様
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」
と
声
を
掛
け

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
翌
日
へ
続
い
て
い
く
。
そ
し
て
翌
日
は
、
新
た
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
あ
る
宇
佐
美
子
爵
家
を
舞
台
と
し
た
「
夏
座
敷
（
一
）」
へ
と
継
続
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

「
夏
座
敷
」
の
場
面
に
登
場
す
る
の
は
、
後
に
早
苗
の
実
の
母
親
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
叔
母
の
宇
佐
美
道
子
と
、
実
は
道
子
と
は
血
縁
の
な
い
今



一
六
二

は
宮
部
男
爵
へ
嫁
い
だ
宇
佐
美
家
の
娘
澄
江
で
あ
り
、
そ
こ
に
使
用
人
古
瀬
が

現
れ
、
早
苗
の
来
訪
を
告
げ
翌
日
に
続
く
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
そ
し
て
翌
日
、

場
面
は
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
「
夢
の
跡
（
一
）」
へ
と
移
行
し
、
設
定
も

道
子
と
澄
江
の
対
座
す
る
和
室
か
ら
、
早
苗
の
待
つ
西
洋
風
の
内
装
が
施
さ
れ

た
応
接
室
へ
と
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
応
接
室
に
お
い
て
は
、
事
情
は
明

か
せ
ぬ
も
の
の
実
は
生
み
の
親
で
あ
る
道
子
と
、
叔
母
が
母
親
と
は
露
程
も
知

ら
ぬ
不
幸
な
境
遇
の
早
苗
が
、
テ
ー
ブ
ル
を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
こ
と
で
新
た

な
ド
ラ
マ
が
展
開
す
る
。
小
説
『
う
き
世
』
の
物
語
は
こ
の
よ
う
に
、
舞
台
が

あ
る
家
庭
か
ら
別
の
家
庭
へ
、
更
に
は
あ
る
部
屋
か
ら
異
な
る
部
屋
へ
と
移
動

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
内
で
展
開
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
ま
た
そ
れ
に
関
わ
る

登
場
人
物
の
相
関
関
係
を
描
く
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

１
‐
２
．
小
説
『
二
人
静
』

『
う
き
世
』
の
翌
年
、
同
じ
く
柳
川
春
葉
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
『
二
人
静
』
は
、

華
族
の
息
子
で
あ
る
渋
江
輝
雄
に
翻
弄
さ
れ
悩
み
苦
し
む
二
人
の
女
性
、
浪
次

と
三
重
子
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
模
様
に
、
春
葉
の
も
う
一
つ
の
特
徴
的
な
主
題
で

あ
る
継
母
の
問
題
が
絡
ま
っ
て
綴
ら
れ
た
も
の
で
、
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。維

新
の
元
勲
を
祖
父
に
持
つ
渋
江
輝
雄
は
、
因
習
に
縛
ら
れ
た
貴
族
生
活
を

嫌
い
放
蕩
生
活
の
挙
げ
句
、
芸
者
浪
次
と
非
嫡
子
で
あ
る
息
子
政
一
の
住
む
下

谷
と
、
本
宅
の
あ
る
本
郷
を
往
復
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
輝
雄
の
母
は
息

子
の
将
来
を
憂
い
、
祖
父
と
懇
意
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
許
嫁
の
約
束
を
交
わ
し

た
清
藤
真
澄
の
娘
三
恵
子
と
の
婚
儀
を
進
め
る
た
め
、
輝
雄
の
叔
父
村
林
に
そ

の
仲
介
を
頼
む
。
浪
次
は
村
林
の
懇
願
に
よ
り
身
を
引
く
こ
と
を
決
意
す
る
が
、

病
床
に
伏
せ
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
渋
江
家
に
嫁
い
だ
三
恵
子
は
、
渋
江

の
将
来
の
為
に
と
政
一
を
引
き
取
る
が
、
輝
雄
は
家
族
を
捨
て
新
た
な
事
業
の

た
め
に
北
海
道
へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
う
。
輝
雄
の
事
業
は
、
三
恵
子
に
横
恋
慕

す
る
唐
沢
と
渋
江
家
の
失
墜
を
目
ろ
む
師
岡
伯
爵
の
策
略
に
よ
り
失
敗
に
終
る

が
、
政
一
と
共
に
輝
雄
を
追
っ
て
北
海
道
へ
向
か
っ
た
三
重
子
の
働
き
に
よ
り
、

終
盤
の
上
野
に
お
け
る
除
幕
式
会
場
に
お
い
て
そ
の
全
貌
が
明
か
さ
れ
る
。
改

心
し
た
輝
雄
と
三
重
子
は
政
一
と
と
も
に
新
た
な
生
活
を
始
め
、
浪
次
は
息
子

の
幸
せ
を
祈
り
つ
つ
ひ
っ
そ
り
と
姿
を
消
す
。

『
二
人
静
』
の
前
半
部
は
、『
う
き
世
』
同
様
に
住
環
境
を
中
心
と
し
た
狭
い

範
囲
の
中
、
登
場
人
物
が
各
所
を
移
動
す
る
こ
と
で
物
語
が
進
行
し
、
そ
の
描

写
も
一
貫
と
し
て
人
々
の
会
話
を
中
心
に
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
後
半
部
に

お
い
て
は
、
三
重
子
が
父
の
療
養
の
為
逗
子
に
滞
在
し
、
ま
た
終
盤
に
輝
雄
が

北
海
道
へ
旅
立
ち
、
更
に
三
重
子
と
政
一
が
そ
の
後
を
追
っ
て
北
海
道
へ
向
か

い
旅
を
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
物
語
が
東
京
と
い
う
都
市
を
出
る
事
の
な

か
っ
た
『
う
き
世
』
と
は
異
な
っ
た
展
開
を
見
せ
る
。
で
は
そ
こ
で
、
北
の
大

地
の
自
然
は
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
た
の
か
。
輝
雄
が
滞
在
す
る
北
海
道
の
様

子
を
描
い
た
「
養
狐
場
」
の
冒
頭
箇
所
で
あ
る
。

雪
の
遠
山
、
雪
の
丘
、
雪
の
原
野
は
荒
漠
と
し
て
、
そ
れ
が
何
処
ま
で
続



初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
六
三

く
の
だ
ろ
う
。
曇
っ
た
大
空
の
地
平
線
も
見
え
ず
、
砂
の
よ
う
な
雪
が
降

り
出
す
と
、
そ
の
広
い
景
色
も
忽
ち
消
え
て
、
天
地
は
た
だ
混
沌
と
、
荒

れ
狂
う
風
の
他
に
は
太
古
の
如
き
寂
寞
に
入
る
。
其
の
中
に
唯
一
軒
。
表

構
だ
け
は
粗
雑
な
西
洋
造
り
の
家
が
あ
る
。
中
は
平
屋
を
三
つ
か
四
つ
に

区
割
っ
て
、
中
央
の
広
間
に
は
大
き
な
炉
を
切
り
、
大
き
な
木
株
を
四
つ

割
に
し
た
薪
を
幾
つ
も
焚
い
て
あ
る
が
、
入
り
口
も
窓
も
密
閉
し
て
置
く

の
で
、
陰
気
に
暗
い
家
の
中
に
そ
の
光
が
赤
く
ど
ん
よ
り
と
見
え
て
い
る
。

炉
の
周
囲
に
は
防
寒
衣
に
包
ま
っ
た
人
が
三
人
…
）
2
（

こ
の
三
人
と
は
輝
雄
と
、
輝
雄
の
友
人
で
あ
り
共
同
事
業
運
営
者
で
も
あ
る

埴
輪
夫
妻
を
示
す
。
こ
れ
が
輝
雄
を
取
り
巻
く
北
海
道
の
自
然
を
言
い
表
し
た

唯
一
と
言
え
る
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
の
視
線
は
、
索
漠
と
し
た
北
海
道
の
自
然

風
景
か
ら
一
件
の
家
へ
、
そ
し
て
家
の
中
へ
、
更
に
は
炉
の
あ
る
中
央
の
部
屋

へ
、
最
終
的
に
は
そ
こ
に
集
う
三
人
の
男
女
へ
と
世
界
を
縮
小
し
な
が
ら
進
行

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
描
写
は
、
通
常
の
会
話
を
主
体
と
し
た
人
物
重
視
の

限
ら
れ
た
空
間
世
界
へ
と
戻
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。『
二
人
静
』
は
こ
の
よ
う
に
、

そ
の
設
定
に
お
い
て
『
う
き
世
』
よ
り
広
が
り
を
持
つ
展
開
を
見
せ
つ
つ
も
、

や
は
り
春
葉
の
描
く
、
典
型
的
な
限
ら
れ
た
空
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
物
語
世

界
へ
と
帰
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
世
日
本
文
学
研
究
者
の
長
島
弘
明
は
、
こ
の
よ
う
な
小
説
の
近
世
的
描
写

は
、
十
九
世
紀
初
頭
の
文
化
・
文
政
期
に
完
成
し
た
と
分
析
し
て
い
る
。
長
島

に
よ
る
と
、「
文
学
に
お
け
る
文
化
・
文
政
の
意
味
は
、
江
戸
と
い
う
一
都
市

へ
の
文
学
的
中
央
集
権
化
と
大
衆
化
が
完
成
」
し
同
時
に
、「
戯
作
、
小
説
が

不
特
定
多
数
の
読
者
を
対
象
に
商
品
化
」
し
た
時
代
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
こ

で
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
小
説
の
持
つ
「
描
写
」
の
特
殊
性
に
あ
る
。
長
島
は

こ
の
時
代
、
小
説
に
お
け
る
「
描
写
」
が
、「
特
定
の
身
分
、
階
層
、
職
業
特

有
の
所
業
と
性
癖
を
誇
張
し
て
描
く
」
と
い
う
「
気
質
物
の
基
本
的
な
約
束
」

を
持
つ
に
至
っ
た
と
述
べ
、
そ
の
特
徴
の
い
く
つ
か
を
「
人
間
を
描
写
す
る
際
、

内
面
や
心
理
で
は
な
く
外
部
か
ら
の
描
写
に
徹
し
、
登
場
人
物
の
会
話
の
描
写
、

容
姿
や
服
装
な
ど
風
体
の
描
写
が
そ
の
大
部
分
を
締
め
る
」
こ
と
、
ま
た
「
描

写
の
対
象
が
専
ら
登
場
人
物
や
そ
の
所
持
品
等
、
登
場
人
物
の
周
辺
に
限
ら
れ
、

自
然
・
町
並
み
等
の
風
景
に
及
ば
な
い
こ
と
。
描
写
の
視
点
は
人
物
の
外
側
の

至
近
距
離
に
固
定
さ
れ
、
ま
た
描
写
画
面
の
枠
取
り
は
近
景
の
狭
い
範
囲
に
限

定
さ
れ
る
。」
こ
と
、
そ
し
て
「
近
、
中
、
遠
景
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
自

然
が
細
か
な
描
写
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
な
い
こ
と
」
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
）
3
（

。

こ
れ
は
近
代
小
説
で
あ
る
『
う
き
世
』、『
二
人
静
』
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま

る
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。
長
島
に
従
え
ば
、
小
説
『
う
き
世
』、『
二
人
静
』

に
見
ら
れ
る
特
殊
と
思
わ
れ
る
人
物
重
視
の
背
景
、
物
語
構
造
は
、
既
に
19
世

紀
初
頭
に
完
成
し
、
広
く
大
衆
に
普
及
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
小
説
は
、

例
え
ば
華
族
、
子
爵
、
商
人
、
芸
者
等
、
有
る
特
定
の
階
級
に
属
す
る
人
々
の

生
業
を
、
そ
の
人
物
の
居
住
範
囲
の
一
角
と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
空
間
に

描
き
、
そ
の
読
者
も
ま
た
、
こ
の
自
然
描
写
を
排
除
し
た
人
物
中
心
の
世
界
の

中
に
楽
し
み
を
見
い
だ
す
と
言
う
観
念
を
保
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ



一
六
四

る
。文

芸
評
論
家
で
も
あ
る
柄
谷
行
人
は
、『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
に
お
い
て
、

日
本
で
「
風
景
」
と
い
う
概
念
が
発
見
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
年
代
で
あ
る
と

述
べ
る
。
柄
谷
に
よ
る
と
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
「
風
景
」
が
発
見
さ
れ
る
ま

で
日
本
に
は
、「
風
景
と
し
て
の
風
景
は
存
在
し
な
か
っ
た
」。
つ
ま
り
近
代
に

お
い
て
普
遍
的
な
概
念
と
な
っ
た
遠
近
法
を
基
本
と
し
た
視
線
に
基
づ
く
「
風

景
」
と
い
う
発
想
は
、
明
治
に
入
り
西
洋
的
な
科
学
理
論
が
流
入
し
て
以
降
の

認
識
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
日
本
に
お
い
て
は
、
対
象
を
科
学
に
基
づ
く
客
観

的
知
覚
で
把
握
す
る
と
い
う
意
識
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治

以
前
の
日
本
に
存
在
し
た
「
風
景
」
を
表
す
概
念
と
は
、「
漢
文
学
」
や
「
山

水
画
」
の
系
譜
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
、
自
然
の
「
風
景
」
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
各
個
人
に
宿
る
理
念
的
な
情
景
を
表
象
す
る
、
よ
り
形
而
上
的
な
観
念

と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
）
4
（

。

先
述
し
た
春
葉
が
北
海
道
の
光
景
を
描
写
し
た
「
雪
の
遠
山
、
雪
の
丘
、
雪

の
原
野
は
荒
漠
と
し
て
、
そ
れ
が
何
処
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う
。」
の
箇
所
に
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
小
説
『
二
人
静
』
に
描
か
れ
た
「
風
景
」
は
、
自
然
そ
の

も
の
を
客
観
的
に
描
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
長
島
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
そ
れ

は
、
江
戸
後
期
の
文
学
に
見
ら
れ
る
「
人
の
匂
い
に
搦
め
と
ら
れ
、
情
緒
化
し

た
自
然
描
写
」）5
（

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
春
葉
の
『
う

き
世
』、『
二
人
静
』
に
お
け
る
「
描
写
」
の
観
念
が
、
西
洋
的
な
「
風
景
」
を

表
象
す
る
価
値
観
と
は
、
全
く
別
の
次
元
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

柄
谷
は
、「
風
景
が
い
っ
た
ん
眼
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
や
い
な
や
、
そ
れ

は
は
じ
め
か
ら
外
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
人
々
は
そ
の
よ
う
な
風
景
を
模
写

し
は
じ
め
る
。」）6
（

と
述
べ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
大
衆
小
説
が
映
画
化
さ
れ

た
際
、
日
本
人
が
「
風
景
」
を
発
見
す
る
以
前
の
描
写
の
観
念
と
、
既
に
発
見

さ
れ
世
界
的
に
制
度
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
西
洋
的
「
風
景
」
の
概
念
が
、
並
存

す
る
形
で
存
在
し
て
い
た
の
は
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
小
説
『
う
き
世
』、

『
二
人
静
』
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
文
化
・
文
政
期
か
ら
継
承
さ
れ
た
日
本
独
自

の
大
衆
小
説
の
特
徴
、
そ
の
世
界
観
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
成
り
立
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
、
写
実
性
や
客
観
性
に
お
い
て
西
洋
的
な
自
然
科
学
に
よ
り
近
い
媒
体

で
あ
る
映
画
へ
と
移
植
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
こ
の
日
本
特

有
と
も
言
え
る
大
衆
小
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
、
演
劇
を
挟
み
、
ど
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
映
像
化
さ
れ
た
の
か
、
映
画
『
う
き
世
』、『
二
人
静
』
を
元

に
検
証
し
て
い
き
た
い
。

２
．
映
画
『
う
き
世
』

２
‐
１
．
演
劇
『
う
き
世
』
と
映
画
『
う
き
世
』

『
う
き
世
』
は
、
小
説
連
載
中
の
一
九
一
六
年
（
大
正
六
年
）
二
月
八
日
か

ら
伊
井
蓉
峰
、
河
合
武
雄
な
ど
に
よ
り
大
阪
浪
花
座
に
お
い
て
演
劇
化
さ
れ
、

続
く
三
月
十
日
よ
り
明
治
座
に
て
公
演
さ
れ
た
。
日
活
向
島
に
よ
り
製
作
さ
れ

た
映
画
『
う
き
世
』
も
、
ほ
ぼ
こ
の
明
治
座
公
演
と
同
時
期
で
あ
る
、
三
月
下



初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
六
五

旬
よ
り
浅
草
オ
ペ
ラ
館
に
お
い
て
公
開
さ
れ
た
も
の
で
、
演
劇
『
う
き
世
』
と

映
画
『
う
き
世
』
に
お
け
る
場
面
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
演
劇
】

＊
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
二
月
八
日
〜　

大
阪
浪
花
座　

伊
井
蓉
峰　

河

合
武
雄　

木
村
操

第
一　

牛
込
榎
町
宗
柏
町

第
二　

矢
来
町
荒
澤
達
三
宅

第
三　

赤
城
神
社
裏

第
四　

赤
城
下
町
眞
木
原
宅

第
五　

小
田
原
宇
佐
美
別
荘

第
六　

湯
嶋
三
輪
糸
子
住
居

第
七　

落
谷
村
居
酒
屋

第
八　

高
森
家
婚
礼

＊
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
三
月
十
日
〜　

明
治
座　

伊
井
蓉
峰　

河
合
武

雄　

木
村
操

序
幕　
　
　

牛
込
榎
町
宗
柏
寺
（
三
時
）

返
し　

同　

矢
来
町
荒
澤
達
三
宅

返
し　

同　

赤
城
神
社
境
内
（
四
時
）

二
幕
目　
　

赤
城
下
町
眞
木
原
直
隆
宅

返
し　

同　

露
次
口

返
し　

同　

隣
家　

お
桑
の
宅

返
し　

同　

元
露
次
口
（
六
時
）

三
幕
目　
　

武
州
金
澤
篝
桜
（
七
時
三
十
分
）

四
幕
目　
　

向
島
女
優
糸
子
の
家

返
し　
　
　

同
家
裏
手
増
穂
研
究
室
（
八
時
三
十
分
）

返
し　
　
　

元
の
糸
子
の
家

返
し　
　
　

元
の
研
究
室

五
幕
目　
　

芝
浦
埋
立
地
（
九
時
四
〇
分
）

大
詰　
　
　

郊
外
大
崎
村
屋
敷
跡
（
十
時
一
五
分
）

＊
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
三
月
三
一
日　

浅
草
常
磐
館

常
盤
座
式
の
興
味
中
心
的
に
脚
色
し
、
活
動
応
用
の
全
十
場

【
映
画
】

＊
日
活
向
島
『
う
き
世
』
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
三
月
下
旬　

浅
草
オ
ペ

ラ
館
封
切



一
六
六

「
お
百
度
」　　

宗
柏
寺
：
眞
木
原
早
苗
は
、
家
族
の
幸
福
を
願
い
百
度
を

踏
む
。

「
夢
の
跡
」　　

宇
佐
美
家
：
早
苗
は
、
宇
佐
美
伯
爵
邸
に
借
財
の
申
し
込

み
に
出
向
く
。

「
難
題
」　　
　

眞
木
原
家
：
父
直
隆
は
、
早
苗
が
借
財
を
得
な
か
っ
た
こ

と
を
叱
責
す
る
。

「
病
め
る
兄
」 

（
単
身
サ
ガ
レ
ン
島
に
渡
り
、
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
兄

増
穂
は
、

波
に
浚
わ
れ
大
負
傷
を
お
う
）⇒

（
フ
ィ
ル
ム
欠
落
）

（
早
苗
は
お
桑
と
高
森
家
を
訪
れ
高
森
よ
り
百
円
手
渡
さ

れ
る
）⇒

（
フ
ィ
ル
ム
欠
落
）

「
非
人
情
」　　

高
森
家
：
高
森
は
お
金
に
よ
り
早
苗
を
手
中
に
お
さ
め
よ

う
と
画
策
す
る
。

「
同
情
」　　
　

三
輪
糸
子
宅
：
糸
子
は
、
文
夫
よ
り
早
苗
の
話
を
聞
き
同

情
す
る
。

「
独
断
」　　
　

眞
木
原
家
：
糸
子
は
、
早
苗
に
高
森
家
に
は
嫁
が
な
い
よ

う
忠
告
す
る
。

「
舊
友
」　　
　

荒
澤
家
：
荒
澤
と
栗
原
が
談
笑
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
糸
子

が
現
れ
る
。

栗
原
は
、
早
苗
に
高
森
家
へ
嫁
が
な
い
よ
う
忠
告
す
る
。

（
栗
原
、早
苗
を
自
宅
に
か
く
ま
う
）⇒

（
フ
ィ
ル
ム
欠
落
）

「
忘
恩
」　　
　

高
森
家
：
糸
子
と
栗
原
は
高
森
を
説
得
し
よ
う
と
試
み
る

が
失
敗
す
る
。

「
脱
仮
面
」　　

眞
木
原
家
庭
：
栗
原
は
早
苗
に
自
身
が
兄
増
穂
の
友
人
で

あ
る
旨
を
告
げ
る
。

「
衝
立
」　　
　

料
理
屋
：
栗
原
は
、
衝
立
越
し
に
高
森
ら
の
画
策
を
耳
に

す
る
。

「
一
策
」　　
　

栗
原
宅
：
栗
原
は
、
早
苗
に
身
元
が
知
れ
た
の
で
糸
子
の

元
に
身
を
寄
せ
る
よ
う
言
う
。

「
危
難
」　　
　

代
々
木
の
原
：
早
苗
を
乗
せ
た
人
力
車
が
襲
わ
れ
早
苗
が

強
奪
さ
れ
る
。

「
覚
悟
」　　
　

眞
木
原
家
：
早
苗
は
、
高
森
家
へ
嫁
ぐ
覚
悟
を
決
め
る
。

「
愕
然
」　　
　

栗
原
家
：
そ
れ
を
聞
い
た
文
夫
は
、
栗
原
と
帰
郷
し
た
兄

増
穂
に
そ
の
旨
告
げ
る
。

「
歓
喜
」　　
　

眞
木
原
家
：
短
刀
で
自
害
し
よ
う
と
す
る
早
苗
を
止
め
た

の
は
兄
増
穂
だ
っ
た
。

増
穂
は
父
の
借
財
を
返
済
し
平
穏
が
戻
る
。

演
劇
『
う
き
世
』
は
、
大
阪
公
演
と
東
京
公
演
の
間
に
、
原
作
に
従
う
形
で

終
盤
の
展
開
が
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
日
活
向
島
製
作
『
う
き
世
』
は
、
大
阪

公
演
同
様
に
、
途
中
か
ら
原
作
を
離
れ
独
自
の
結
末
を
む
か
え
て
い
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
は
、
演
劇
が
上
演
直
前
ま
で
内
容
を
改
変
で
き
る
柔
軟
さ
を
持
つ

の
に
対
し
、
封
切
前
に
撮
影
、
編
集
な
ど
を
終
え
る
必
要
が
あ
る
映
画
と
の
製

作
過
程
の
違
い
が
あ
り
、
ま
た
小
説
の
作
家
と
連
携
す
る
こ
と
で
上
演
作
品
を



初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
六
七

作
っ
て
き
た
背
景
を
持
つ
演
劇
関
係
者
が
、
原
作
者
と
連
絡
を
取
り
合
い
、
連

載
小
説
終
了
前
に
既
に
結
末
を
聞
い
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

場
面
構
成
を
確
認
し
て
み
る
と
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
、
演
劇
、
映
画
共

に
原
作
に
従
い
各
家
庭
を
移
動
す
る
形
で
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
進
行
し
て
い
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
演
劇
に
お
い
て
は
、

長
い
上
演
時
間
を
有
し
（
先
記
：
明
治
座
公
演
初
日
の
上
演
予
定
時
間
の
記
載

を
参
照
）、
途
中
に
原
作
に
は
な
い
金
澤
篝
桜
の
場
面
を
挿
入
す
る
な
ど
、
ゆ
っ

た
り
と
し
た
尺
の
中
で
舞
台
を
華
や
か
に
演
出
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら

れ
る
構
成
が
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
映
画
に
お
い
て
は
、
限
ら
れ
た
時
間

内
に
、
原
作
の
場
面
を
活
か
し
つ
つ
も
映
像
の
固
有
性
を
重
視
し
た
幾
つ
か
の

変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
映
画
『
う
き
世
』
は
、
舞
台
や
小
説
の

挿
絵
画
な
ど
で
定
着
し
た
静
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
、
映
画
の
固
有
性
で
あ
る
運
動

性
を
活
か
し
た
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
組
み
合
わ
せ
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
で
は

こ
こ
で
、
そ
の
双
方
の
イ
メ
ー
ジ
を
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
と
も
に
検
証
し
て
み
た
い
。

２
‐
２
．　

日
活
向
島
製
作
『
う
き
世
』

冒
頭
の
「
お
百
度
」
に
続
く
「
夢
の
跡
」
の
シ
ー
ン
は
、
宇
佐
美
家
の
応
接

室
に
お
い
て
展
開
す
る
。
シ
ー
ン
は
、
画
面
横
手
よ
り
使
用
人
古
瀬
が
早
苗
を

連
れ
て
登
場
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
古
瀬
は
、
借
金
の
申
し
入
れ
に
来
た

早
苗
に
対
し
て
好
感
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
早
苗
は
古
瀬
に
対
し
遠
慮
が
ち
に
項

垂
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
、
画
面
奥
中
央
の
西
洋
風
に
装
飾
さ
れ
た
入
り
口
か
ら

宇
佐
美
道
子
が
手
前
に
向
か
っ
て
歩
み
寄
り
、
早
苗
と
テ
ー
ブ
ル
挟
ん
で
向
か

い
合
う
。
こ
こ
は
、
原
作
に
お
い
て
は
、
実
の
娘
の
頼
み
な
の
で
借
財
の
願
い

を
聞
き
入
れ
た
い
が
宇
佐
美
家
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
体
裁
上
そ
れ
も
な
ら
ず
、

し
か
し
、
着
古
し
た
着
物
姿
で
金
策
に
奔
走
す
る
早
苗
の
置
か
れ
た
境
遇
が
不

憫
で
な
ら
ず
、
と
い
う
道
子
の
苦
悶
が
内
在
す
る
場
面
で
あ
る
。
画
面
は
続
い

て
道
子
と
血
縁
の
な
い
娘
澄
江
が
同
じ
く
画
面
奥
よ
り
登
場
し
、
道
子
に
来
客

の
旨
を
伝
え
る
。
そ
し
て
、
道
子
が
そ
の
場
を
去
る
こ
と
で
、
零
落
し
た
立
場

の
早
苗
と
、
男
爵
夫
人
へ
嫁
ぎ
何
不
自
由
無
い
生
活
を
送
る
澄
江
が
対
峙
す
る

若
干
の
皮
肉
を
交
え
た
ド
ラ
マ
が
交
錯
す
る
シ
ー
ン
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
応
接
室
の
セ
ッ
ト
は
、
一
九
一
六
年
（
大
五
年
）
発
行
の
『
活
動
之
世

界
』
に
「
華
麗
な
る
」）7
（

と
形
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
重
厚
な
装
飾
が
施
さ
れ
て

い
る
。
画
面
奥
の
入
り
口
に
は
彫
刻
の
上
に
豪
華
な
カ
ー
テ
ン
が
重
ね
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
手
前
に
は
椰
子
の
木
を
思
わ
せ
る
大
き
な
輸
入
植
物
が
置
か
れ
て

い
る
。
画
面
左
奥
に
は
白
亜
の
暖
炉
と
西
洋
画
が
、
更
に
そ
の
横
に
は
西
洋
鏡

の
置
か
れ
た
洋
棚
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
幾
十
に
も
重
ね
ら
れ
た
豪
華

な
る
装
飾
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
て
多
数
輸
入
さ
れ
た
絢
爛
な
西

洋
映
画
の
セ
ッ
ト
を
真
似
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

人
物
が
画
面
の
奥
行
を
活
か
し
て
奥
か
ら
手
前
へ
と
移
動
す
る
こ
と
で
、
固
定

さ
れ
た
画
面
に
奥
行
と
手
前
部
分
と
い
う
二
重
の
空
間
を
持
た
せ
る
な
ど
、
人

物
の
動
線
に
お
い
て
も
重
層
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
夢
の
跡
」
の
シ
ー
ン
は
、
一
見
す
れ
ば
、
固
定
カ
メ
ラ
で
捉
え
ら
れ



一
六
八

た
演
劇
的
な
空
間
の
中
を
、
幾
人
か
の
人
物
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
代
わ
り
出
た

り
入
っ
た
り
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
面
で
あ
る
が
、
原
作
を
元
に
検
証
す
る

と
実
に
多
く
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
小
説
内

世
界
に
お
い
て
、
各
回
の
終
盤
に
新
た
な
人
物
が
登
場
し
さ
ら
に
誰
か
と
出
会

う
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
り
、
ま
た
次
回
へ
と
続
く

物
語
を
想
起
さ
せ
る
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
映
画
に
お
い
て
も
ま
た

そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
抱
え
た
登
場
人
物
が
、
画
面
に
出
て
は
消
え
る
、
出
て
は

消
え
る
、
の
単
純
運
動
を
繰
り
返
す
、
そ
れ
だ
け
の
シ
ー
ン
が
実
は
か
な
り
ド

ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
展
開
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る

の
で
あ
る
。「
夢
の
跡
」
の
シ
ー
ン
は
、
西
洋
映
画
的
な
空
間
に
、
日
本
の
大

衆
小
説
特
有
の
物
語
が
存
在
す
る
と
い
う
異
色
の
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

映
画
は
、
こ
の
宇
佐
美
家
の
シ
ー
ン
後
、
舞
台
を
、
眞
木
原
家
―
高
森
家
―

荒
澤
家
、
さ
ら
に
荒
澤
の
義
理
の
妹
に
あ
た
る
女
優
三
輪
糸
子
宅
へ
と
次
々
と

変
遷
し
、
そ
れ
ぞ
れ
原
作
に
基
づ
い
て
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
展
開
さ
せ
な
が
ら
進
行

し
て
い
く
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
原
作
に
基
づ
い
た
シ
ー
ン
に

お
け
る
各
人
物
の
配
置
が
、
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
挿
絵
と
類
似
し
た
構
成
を
も

つ
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
冒
頭
の
「
お
百
度
」
の
シ
ー
ン
で
早
苗
と
文
夫
が

並
ん
で
家
族
の
こ
と
に
つ
い
て
話
す
場
面
（
図
①
②
参
照
）、「
難
題
」
で
早
苗

が
宇
佐
美
家
よ
り
借
財
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
父
直
隆
に
叱
責
さ
れ
る
寂
れ
た

眞
木
原
家
の
和
室
に
お
け
る
場
面
（
図
③
④
参
照
）、
倉
橋
と
直
隆
が
眞
木
原

家
の
和
室
で
金
策
に
つ
い
て
密
談
す
る
場
面
（
図
⑤
⑥
参
照
）、
ま
た
高
森
家

図①図②

図⑧

図④ 図③

図⑥ 図⑤図⑦



初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
六
九

よ
り
借
用
し
た
お
金
を
父
に
奪
わ
れ
た
こ
と
で
、
弟
文
夫
に
渡
す
筈
の
五
円
を

も
喪
失
す
る
結
果
と
な
り
、
早
苗
が
隣
家
に
住
む
お
桑
の
前
で
泣
き
暮
れ
る
場

面
（
図
⑦
⑧
参
照
）
な
ど
、
取
り
上
げ
れ
ば
き
り
が
無
い
程
映
画
に
お
け
る
人

物
の
配
置
構
成
は
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
構
図
と
類
似
し
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
、
文
学
と
絵
画
と
は
遡
れ
ば
既
に
中
世
に
お
い
て
、
絵
巻
と

い
う
形
で
共
存
す
る
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
後
「
か
な
そ
う
し
」「
浮
世
草
子
」

等
を
経
て
流
行
し
た
「
草
双
紙
」
で
は
、
挿
絵
と
文
章
が
互
い
に
そ
の
役
割
を

補
い
合
う
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
。
日
本
の
大
衆
文
学
に
お
い
て
挿
絵
は
、
文

字
表
現
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
媒
体
と
し
て
発
達
し
、
言
わ
ば
二
つ
で
一
つ
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
治
に
入
り
、「
続
き
も
の
」）8
（

か
ら
発
達
し

た
新
聞
連
載
小
説
に
添
え
ら
れ
た
挿
絵
が
紙
面
の
多
く
を
割
く
こ
と
、
ま
た
そ

の
画
家
の
多
く
が
、
浮
世
絵
師
な
ど
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

も
、
挿
絵
が
日
本
の
伝
統
的
な
大
衆
小
説
の
歴
史
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
大
衆
に
と
っ
て
大
変
馴
染
み
の
あ
る
媒
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る

も
の
で
あ
る
。

明
治
に
入
っ
て
も
明
治
以
前
の
価
値
観
を
捨
て
去
る
こ
と
な
く
生
き
た
大
衆

に
と
っ
て
、
日
々
発
信
さ
れ
る
新
聞
小
説
に
大
き
く
添
え
ら
れ
た
挿
絵
は
、
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
を
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
理
解
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
そ

れ
は
ま
た
映
画
製
作
者
に
と
っ
て
も
そ
の
場
面
を
描
写
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
決
定

す
る
に
あ
た
り
、
基
盤
と
な
る
画
像
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
映
像
化
さ
れ
た
シ
ー
ン
は
、
新
聞
の
挿
絵
と

類
似
し
て
い
る
こ
と
で
、
映
画
を
楽
し
む
観
客
に
と
っ
て
は
物
語
の
情
景
を
描

写
し
た
馴
染
み
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
り
、
そ
の
影
響
で
原
作
が
想
起
さ
れ
る
こ

と
で
映
画
の
シ
ー
ン
が
見
た
目
以
上
に
情
緒
的
な
場
面
と
な
っ
た
こ
と
が
想
像

で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、『
う
き
世
』
に
お
い
て
、
最
も
劇
的
と
思
わ
れ
る
シ
ー
ン
は
や
は

り
終
盤
の
代
々
木
の
原
に
お
け
る
早
苗
強
奪
の
場
面
で
あ
ろ
う
。
こ
の
い
さ
さ

か
乱
暴
な
シ
ー
ン
は
、
当
然
な
が
ら
家
庭
で
読
ま
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ

る
家
庭
小
説
『
う
き
世
』
に
は
存
在
し
な
い
が
、
原
作
に
お
け
る
早
苗
の
夢
の

シ
ー
ン
を
元
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
早
苗
の
夢
の
場

面
は
、
小
説
『
う
き
世
』
に
お
い
て
お
そ
ら
く
唯
一
と
思
わ
れ
る
遠
景
を
描
写

し
た
シ
ー
ン
で
、
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

ど
こ
と
も
知
ら
ぬ
広
い
野
原
に
行
き
暮
れ
て
早
苗
は
茫
然
佇
ん
だ
。
草
も

な
け
れ
ば
、木
も
無
い
、空
を
見
れ
ば
空
だ
が
、そ
れ
も
鼠
色
の
幕
が
張
っ

て
あ
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
踏
む
處
は
柔
ら
か
く
、
海
原
の
よ
う
な
、
ま
た

沙
漠
の
よ
う
な
気
が
す
る
。（
中
略
）「
何
と
言
う
處
だ
ろ
う
」
早
苗
は
尚

熱
心
に
歩
く
う
ち
、
行
く
手
に
当
た
っ
て
、
小
さ
な
黒
い
も
の
が
ポ
ツ
リ

と
現
れ
た
。「
お
や
！
」
と
思
う
と
同
時
に
急
に
其
れ
が
恐
ろ
し
く
成
っ

て
来
た
。（
中
略
）
そ
れ
は
、
非
常
な
速
力
で
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
自
分
の

方
へ
進
ん
で
来
る
の
だ
。
彼
女
は
も
う
溜
ま
ら
な
く
な
っ
て
、
元
来
た
方

へ
向
き
直
り
一
生
懸
命
に
駆
け
出
し
た
。（
中
略
）「
待
て
！
」
大
喝
し
た



一
七
〇

と
思
う
と
、
も
う
行
く
手
に
廻
っ
て
す
っ
く
と
立
っ
た
。「
あ
っ
。
お
父

さ
ん
」「
俺
は
お
前
を
探
し
て
い
る
の
だ
、
世
界
の
果
て
か
ら
果
て
ま
で

…
）
9
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近
法
を
活
か
し
て
道
路
を
斜
め
に
切
っ
た
構
図
の
中
、
早
苗
を
乗
せ
た
人

力
車
が
、
画
面
右
手
奥
よ
り
カ
ー
ブ
を
描
き
登
場
し
た
か
と
思
う
と
み
る
み
る

ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
画
面
前
方
に
押
し
迫
り
、
潜
ん
で
い
た
倉
橋
と
奥
山
と
激
し

く
乱
闘
し
た
末
、
早
苗
が
連
れ
去
ら
れ
る
こ
の
場
面
は
、
活
劇
映
画
の
一
シ
ー

ン
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
日
本
に
お
い
て
一
九
一
一
年

（
明
治
四
四
年
）
か
ら
一
二
年
（
大
正
元
年
）
に
か
け
公
開
さ
れ
る
や
大
当
た

り
と
な
っ
た
仏
エ
ク
レ
ー
ル
社
の
『
ジ
ゴ
マ
』
や
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
年
）

よ
り
公
開
さ
れ
、
翌
年
に
人
気
沸
騰
と
な
っ
た
米
ユ
ニ
バ
ー
シ
ャ
ル
社
の
連
続

映
画
『
名
金
』、
ま
た
『
名
金
』
に
続
き
多
数
輸
入
さ
れ
た
連
続
活
劇
映
画
の

影
響
が
考
え
ら
れ
る
。『
う
き
世
』
に
お
け
る
こ
の
「
危
難
」
と
題
す
る
場
面
は
、

原
作
に
お
け
る
早
苗
の
夢
の
箇
所
を
利
用
し
、
夢
の
中
に
の
み
存
在
し
た
広
が

る
自
然
描
写
を
、
実
景
を
使
っ
て
映
像
化
す
る
こ
と
で
、
西
洋
映
画
的
な
空
間

を
作
り
、
観
客
に
新
た
な
刺
激
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
シ
ー
ン
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
九
一
〇
年
代
の
日
本
映
画
界
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
が
輸
入
の
大
勢
を
占

め
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
文
芸
映
画
、
イ
タ
リ
ア
の
史
劇
映
画
な
ど
が
人
気

を
博
し
て
い
た
第
一
次
世
界
大
戦
勃
興
前
と
、
戦
争
に
よ
り
衰
退
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
映
画
に
代
わ
り
急
速
に
台
頭
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
映
画
の
影
響
を
受
け
、

日
本
映
画
界
が
「
純
映
画
劇
運
動
」
へ
と
向
か
う
戦
後
の
時
代
を
合
わ
せ
持
つ

激
動
と
も
言
え
る
年
代
で
あ
っ
た
。『
う
き
世
』
の
製
作
さ
れ
た
一
九
一
六
年
は
、

そ
の
過
渡
期
に
当
た
り
、
華
麗
な
セ
ッ
ト
な
ど
で
人
々
を
魅
了
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
芸
術
的
な
映
画
と
、
次
第
に
輸
入
の
多
数
を
占
め
る
に
い
た
る
ア
メ
リ
カ

の
史
劇
、
活
劇
映
画
な
ど
が
、
共
に
市
場
を
賑
わ
せ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

映
画
『
う
き
世
』
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
に
、
日
本
の
大
衆
小
説
に

特
徴
的
な
「
風
景
」
と
い
う
概
念
を
も
た
ず
、
限
定
さ
れ
た
空
間
内
で
展
開
す

る
動
き
の
少
な
い
静
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
、
原
作
の
枠
を
離
れ
る
こ
と
で
、
劇
的

に
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
、
西
洋
映
画
を
思
わ
せ
る
動
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
組
み
合
わ
さ
れ
成
立
し
て
い
た
。
当
時
の
日
活
向
島
が
、
同
時
代
の
西
洋

映
画
を
積
極
的
に
摂
取
し
よ
う
と
し
て
い
た
形
跡
は
な
い
。
し
か
し
、『
う
き

世
』
を
見
る
限
り
、
日
活
向
島
の
映
画
製
作
者
が
、
無
意
識
的
に
も
、
周
囲
で

人
気
を
博
し
て
い
た
輸
入
映
画
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
形
態
を
日
本
映
画
へ
持

ち
込
ん
で
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
後
日
活
向
島
は
ど
の
よ
う
に
映
画
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た

の
か
。
次
は
一
九
二
二
年
製
作
の
『
二
人
静
』
の
映
像
と
と
も
に
検
証
し
て
み

た
い
。



初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
七
一

３
．
映
画
『
二
人
静
』

３
‐
１
．
演
劇
『
二
人
静
』
と
映
画
『
二
人
静
』

日
活
向
島
に
よ
る
『
二
人
静
』
は
、
一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
一
月
と
、

一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
年
）
四
月
に
二
度
に
渡
り
映
画
化
さ
れ
て
い
る
。
一

九
一
七
年
版
の
『
二
人
静
』
は
、『
う
き
世
』
同
様
、
原
作
の
終
結
を
待
た
ず

演
劇
化
、
映
画
化
さ
れ
て
お
り
演
劇
と
映
画
の
概
要
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。【

演
劇
】

＊
一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
一
月
一
日
〜　

新
富
座　

伊
井
蓉
峰　

河
合
武

雄 

喜
多
村
緑
郎

序
幕　
　

小
田
原
御
幸
ヶ
濱　

松
籟
園

二
幕
目　

駿
河
台　

師
岡
伯
爵
邸

三
幕
目　

下
谷
同
朋
町　

松
葉
家

四
幕
目　

逗
子
の
浜　

渋
江
の
家

五
幕
目　

北
海
道
釧
路　

チ
オ
ロ
ベ
ツ
零
狐
場

六
幕
目　

日
本
橋
品
川
町
の
深
夜

大
詰　
　

上
野
公
園
銅
像
除
幕
式

【
映
画
】

＊
日
活
向
島
『
二
人
静
』
一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
一
月
一
四
日　

オ
ペ
ラ

館
封
切

「
浪
次
」　　

渋
江
輝
雄
は
酒
に
溺
れ
る
生
活
の
中
、
芸
者
浪
次
と
の
間
に

非
嫡
子
政
一
も
い
る
。

「
許
嫁
」　　

輝
雄
の
母
貞
子
は
息
子
の
身
を
案
じ
許
嫁
の
間
柄
、
清
藤
三

恵
子
と
の
結
婚
を
希
望
す
る
。

「
縁
切
り
」　

輝
雄
の
叔
父
村
林
は
浪
次
に
輝
雄
か
ら
身
を
引
く
よ
う
願
い
、

浪
次
も
受
け
入
れ
る
。

「
横
恋
慕
」　

三
重
子
に
横
恋
慕
す
る
唐
沢
は
悪
友
折
山
と
三
重
子
の
結
婚

を
破
綻
さ
せ
る
画
策
を
す
る
。

「
人
情
話
」　

病
床
で
金
策
に
困
っ
て
い
る
浪
次
で
あ
る
が
唐
沢
の
陰
謀
で

入
院
さ
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

三
重
子
は
渋
江
の
将
来
の
為
政
一
を
引
き
取
る
こ
と
に
す
る
。

「
病
院
」　　

退
院
し
た
浪
次
は
政
一
の
不
在
に
気
付
き
渋
江
家
を
訪
れ
る
。

　
　
　
　
　

三
重
子
は
政
一
を
渋
江
の
跡
取
り
に
す
る
と
浪
次
に
約
束
し

浪
次
は
渋
江
家
を
後
に
す
る
。

「
紅
雪
」　　

輝
雄
は
家
族
を
捨
て
北
海
道
に
旅
立
つ
。
三
重
子
と
政
一
も

跡
を
追
い
、
浪
次
も
続
く
）
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一
七
二

＊
日
活
向
島
『
二
人
静
』
一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
年
）
四
月
二
五
日　

オ
ペ

ラ
館
封
切

概
ね
原
作
通
り
に
進
行
し
、
原
作
同
様
の
結
末
を
描
く
新
富
座
の
演
劇
『
二

人
静
』
に
対
し
、
日
活
向
島
の
映
画
『
二
人
静
』
は
、
輝
雄
が
北
海
道
へ
向
か
っ

て
以
降
は
、
原
作
と
は
全
く
異
な
る
内
容
へ
と
改
変
さ
れ
て
い
る
。
映
画
に
お

い
て
結
末
が
原
作
と
相
違
す
る
の
は
、
先
述
し
た
一
九
一
六
年
製
作
の
『
う
き

世
』
と
同
様
で
あ
る
。
日
活
向
島
に
よ
る
『
二
人
静
』
の
終
盤
は
、
輝
雄
を
追
っ

て
北
海
道
を
訪
れ
た
三
重
子
、
政
一
に
続
き
、
原
作
を
離
れ
て
浪
次
も
北
海
道

へ
や
っ
て
来
て
雪
中
の
北
海
道
に
お
い
て
終
結
す
る
。
原
作
で
は
最
後
に
ひ
っ

そ
り
と
姿
を
消
す
浪
次
は
、
映
画
に
お
い
て
は
、
唐
沢
の
画
策
で
誘
拐
さ
れ
そ

う
に
な
っ
た
三
重
子
と
政
一
を
助
け
、
二
人
を
輝
雄
と
共
に
逃
が
す
た
め
、
輝

雄
達
に
銃
口
を
向
け
る
唐
沢
と
格
闘
の
末
、
猟
銃
で
撃
た
れ
命
を
落
と
す
と
い

う
悲
劇
的
な
結
末
を
む
か
え
て
い
る
。
で
は
一
九
二
二
年
に
製
作
さ
れ
た
『
二

人
静
』
に
お
い
て
そ
の
最
後
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

二
二
年
版
『
二
人
静
』
の
場
面
構
成
は
、
十
七
年
版
の
筋
書
き
と
ほ
ぼ
同
様

に
展
開
す
る
。
結
末
も
既
に
終
結
し
て
い
る
春
葉
の
原
作
に
沿
う
こ
と
な
く
、

十
七
年
版
と
全
く
同
じ
に
北
海
道
の
乱
闘
に
よ
り
浪
次
が
亡
く
な
る
場
面
で
終

結
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
十
七
年
版
の
映
画
脚
本
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
採
用
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
十
七
年
版
『
二
人
静
』
は
、
二
二
年
版

の
『
二
人
静
』
と
同
じ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
持
っ
て
い
た
。
で
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
十
七
年
版
『
二
人
静
』
は
残
存
し
て
い
な
い
た
め
確
認

は
で
き
な
い
が
、
十
六
年
製
作
の
『
う
き
世
』
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
二
二
年

版
『
二
人
静
』
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
一
九
一
六
年
以
降
、
日
活
向
島
の
新
派

映
画
の
製
作
ス
タ
イ
ル
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
に
つ
い
て
当
時
の
日
本

映
画
界
の
動
向
と
と
も
に
検
証
し
て
み
た
い
。

３
‐
２
．
日
活
向
島
『
二
人
静
』

一
九
一
六
年
か
ら
一
九
二
二
年
の
間
に
日
本
映
画
界
に
お
い
て
は
、
帰
山
教

正
、
映
画
芸
術
協
会
な
ど
を
中
心
と
し
た
「
純
映
画
劇
運
動
」
が
起
こ
る
。
弁

士
の
廃
止
、
女
優
の
採
用
、
そ
し
て
新
規
の
編
集
技
法
の
導
入
な
ど
を
推
進
し

た
映
画
の
近
代
化
運
動
は
、
事
実
上
日
本
映
画
の
西
洋
化
を
促
す
も
の
で
あ
り
、

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
、
イ
メ
ー
ジ
と
も
に
日
本
の
伝
統
的
文
化
を
継
承
す
る
形
態
を
も

つ
新
派
映
画
を
作
り
続
け
て
い
た
日
活
向
島
は
、
当
然
な
が
ら
激
し
い
批
判
に

晒
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
あ
く
ま
で
保
守
的
な
路
線
を
貫
き
つ
つ
も
日
活
向

島
は
、
山
本
嘉
一
、
桝
本
清
、
田
中
栄
三
な
ど
を
中
心
と
し
て
『
生
け
る
屍
』

（
一
九
一
八
年
）
の
よ
う
な
「
革
新
映
画
」
と
呼
ば
れ
た
新
た
な
試
み
に
よ
る

映
画
を
製
作
し
た
。
当
時
の
日
活
向
島
に
お
い
て
は
、
山
本
を
中
心
と
し
た
革

新
的
な
映
画
を
作
る
班
と
、
中
山
歌
子
な
ど
を
主
演
に
以
前
通
り
の
新
派
映
画

を
量
産
し
た
班
と
二
分
さ
れ
る
形
で
映
画
製
作
が
行
わ
れ
て
い
た
。
一
九
二
二

年
版
の
『
二
人
静
』
は
中
山
歌
子
を
主
演
に
作
ら
れ
て
お
り
、
言
う
ま
で
も
な

く
後
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
う
き
世
』
に
お
い
て
は
、
主
要
な
女
性
の
役
は
全
て
女
形
俳
優
に
よ
り
演



初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
七
三

じ
ら
れ
て
お
り
、
十
七
年
版
『
二
人
静
』
も
人
気
役
者
立
花
貞
二
郎
主
演
で
製

作
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
一
八
年
の
立
花
没
後
、
人
気
女
形
俳
優
が
発

掘
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
女
優
の
起
用
を
推
進
す
る
映
画
運
動
な
ど
の
影
響
も

あ
り
、
次
第
に
女
形
俳
優
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
二
二
年
版
の
『
二
人
静
』

も
女
優
を
起
用
し
て
い
る
が
、
十
七
年
版
の
脚
本
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
来
の
新
派
映
画
と
し
て
製
作
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

で
女
優
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
同
時
代
の
現
代
女
性
の
表
象
で
は
な
く
、
古
典

的
な
日
本
女
性
の
姿
で
あ
っ
た
。『
二
人
静
』
に
お
け
る
女
優
陣
は
、
着
物
と

鬘
を
身
に
ま
と
い
、
形
式
的
で
動
き
の
制
限
さ
れ
た
女
形
俳
優
特
有
の
演
技
形

態
を
維
持
し
て
い
る
。
日
活
向
島
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
進
歩
的
な
映
画

が
製
作
さ
れ
る
一
方
で
、
従
来
の
形
態
を
持
つ
大
衆
向
き
の
新
派
映
画
が
製
作

さ
れ
続
け
て
い
た
。
で
は
、
俳
優
を
取
り
巻
く
劇
中
の
背
景
描
写
に
つ
い
て
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

『
う
き
世
』
に
見
ら
れ
た
小
説
の
挿
絵
画
に
類
似
し
た
日
本
座
敷
の
シ
ー
ン

は
、
二
二
年
版
の
『
二
人
静
』
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
の
セ
ッ
ト
の
よ

う
に
開
か
れ
た
日
本
間
が
画
面
中
央
に
展
開
し
、
真
正
面
か
ら
で
は
な
く
、
部

屋
の
一
隅
を
正
面
に
据
え
て
対
角
線
上
の
空
間
を
作
り
、
固
定
さ
れ
た
カ
メ
ラ

で
撮
影
さ
れ
た
構
図
は
、
日
活
向
島
映
画
の
一
つ
の
典
型
と
い
え
る
形
式
で
あ

ろ
う
。
殆
ど
変
わ
ら
な
い
形
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
の
日
本
間
に
お
け
る
構

図
は
、
十
六
年
製
作
の
『
う
き
世
』
に
お
い
て
は
そ
の
殆
ど
の
場
面
が
引
き
の

映
像
（
ロ
ン
グ
・
テ
イ
ク
）
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
二
二
年
版
『
二
人

静
』
に
お
い
て
は
、
従
来
の
引
き
の
映
像
に
、
登
場
人
物
の
胸
か
ら
上
を
捉
え

た
映
像
（
ミ
ド
ル
・
シ
ョ
ッ
ト
）
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
物
の
表
情
が
よ

り
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。
二
二
年
版
『
二
人
静
』
で

は
、
カ
メ
ラ
が
人
物
に
よ
り
近
づ
く
こ
と
で
十
六
年
製
作
の
『
う
き
世
』
に
見

ら
れ
た
引
き
の
映
像
に
よ
る
画
面
の
広
が
り
、
奥
行
は
薄
れ
、
画
面
内
世
界
は

よ
り
狭
く
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
『
う
き
世
』
に
お

い
て
は
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
書
き
割
り
を
背
景
と
し
た
場
面
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
誘
惑
手
段
」
と
題
す
る
、
お
そ
ら
く
小
田
原
辺
り
と
思
わ
れ
る

庭
に
面
し
た
料
亭
の
離
れ
座
敷
に
お
け
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
唐
沢
と
折

山
の
密
談
に
始
ま
り
、
浪
次
を
含
む
芸
者
一
行
の
到
着
、
そ
し
て
渋
江
家
と
清

藤
家
の
面
会
と
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
滞
在
し
、
出
会
い
、
共
有
す

る
屋
外
を
設
定
し
て
描
か
れ
た
場
面
で
あ
る
が
、
全
て
書
き
割
り
を
背
景
と
し

て
撮
影
さ
れ
て
い
る
。
背
景
に
連
な
る
山
々
も
、
森
林
も
、
庭
に
咲
く
花
々
も

全
て
書
き
割
り
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
書
き
割
り
は
、
画
面
の
奥
行
を
遮

断
し
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に
は
『
う
き
世
』
に
若
干
で
も
見
ら
れ
た
奥
行
の
空

間
は
存
在
し
な
い
。
同
様
に
人
々
の
動
き
も
か
な
り
制
限
さ
れ
、
人
物
の
殆
ど

は
、
画
面
横
手
か
ら
登
場
し
横
手
へ
と
消
え
る
と
い
う
演
劇
的
な
動
線
を
基
本

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
う
き
世
』
に
お
い
て
僅
か
な
が
ら
に
も
確
認
さ
れ

た
西
洋
映
画
の
影
響
は
、
二
二
年
版
の
『
二
人
静
』
で
は
す
っ
か
り
消
え
失
せ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
終
盤
の
雪
中
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
も
最
も
顕
著
に
確



一
七
四

認
で
き
る
。

「
紅
雪
粉
々
」
と
題
さ
れ
た
最
後
の
乱
闘
シ
ー
ン
は
、
酷
寒
の
北
海
道
を
舞

台
と
し
て
い
る
が
、
映
画
に
お
い
て
こ
の
一
連
の
シ
ー
ン
は
、
全
て
書
き
割
り

と
、林
を
模
し
た
簡
単
な
セ
ッ
ト
内
で
展
開
し
て
い
る
。こ
こ
に
は
、『
う
き
世
』

に
お
け
る
代
々
木
の
原
で
早
苗
が
強
奪
さ
れ
た
場
面
の
よ
う
な
衝
撃
性
も
ド
ラ

マ
性
も
な
い
。
原
作
の
枠
を
離
れ
る
こ
と
で
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
シ
ー
ン
を
含

ん
だ
『
う
き
世
』
と
違
い
、
全
て
の
ド
ラ
マ
が
原
作
に
近
い
限
定
さ
れ
た
空
間

内
で
終
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
『
二
人
静
』
と
同
時
期
に
公

開
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
、
Ｄ
．
Ｗ
．
グ
リ
フ
ィ
ス
製
作
、
監
督
、
米
ユ
ナ
イ
テ
ッ

ト
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
配
給
の
『
東
へ
の
道
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
比
べ
て
み

る
と
更
に
分
か
り
や
す
い
。

広
大
な
る
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
、
荒
れ
狂
う
猛
吹
雪
、
そ
し
て
凍
り
付
い
た
川

の
実
景
を
背
景
に
、
人
間
と
は
何
か
を
問
う
『
東
へ
の
道
』
の
世
界
観
と
、
日

活
向
島
の
描
い
た
「
風
景
」
を
排
除
し
た
世
界
観
が
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
最
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
の

は
、
こ
の
日
活
向
島
の
製
作
ス
タ
イ
ル
が
、
映
画
の
作
り
手
よ
り
む
し
ろ
、
観

客
の
需
要
に
応
じ
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
日
本
映

画
の
観
客
で
あ
る
大
衆
が
、
近
代
映
画
化
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
日
本
映
画
の
進

歩
を
求
め
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
過
去
の
価
値
観
の
中
に
楽
し
み
を
見
い
だ

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
日
活
向
島
の
新
派
映
画
が

生
み
出
し
た
独
自
の
世
界
観
は
、
日
本
の
文
化
・
文
政
期
に
始
ま
る
大
衆
文
化

の
本
源
へ
と
遡
る
事
で
生
み
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３
‐
３
．
新
派
映
画
の
発
達

一
九
一
〇
年
代
以
降
の
日
本
映
画
界
の
動
向
を
再
確
認
す
る
と
、
一
九
一
四

年
（
大
正
三
年
）
天
活
（
天
然
色
活
動
写
真
株
式
会
社
）
が
創
立
、
さ
ら
に
天

活
を
離
れ
た
小
林
喜
三
郎
に
よ
り
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
小
林
商
会
が
設

立
さ
れ
、
井
上
正
夫
な
ど
が
加
わ
り
連
鎖
劇
等
が
盛
ん
に
上
演
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
小
林
商
会
は
、
設
立
当
初
よ
り
西
欧
的
な
映
画
製
作
法
を
導
入
し
て
お

り
、
井
上
正
夫
の
提
案
に
よ
る
ド
イ
ツ
映
画
『
憲
兵
モ
エ
ビ
ウ
ス
』
の
翻
案
『
大

尉
の
娘
』（
一
九
一
六
年
）
や
、
菊
池
幽
芳
の
新
派
悲
劇
を
扱
っ
た
『
毒
草
』（
一

九
一
六
年
）
な
ど
に
お
い
て
、
大
写
し
（
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
）
や
、
二
重
露

光
な
ど
、
従
来
と
は
違
っ
た
手
法
を
取
り
入
れ
た
革
新
的
な
映
画
を
作
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
国
活
（
国
際
活
映
株
式
会
社
）、
大
活
（
大
正
活
映
株
式
会
社
）、

の
創
設
な
ど
を
経
て
、
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
に
松
竹
キ
ネ
マ
が
創
業
し
、

日
本
映
画
に
は
、
ア
メ
リ
カ
映
画
的
な
製
作
法
が
積
極
的
に
採
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
に
、
日
活
向
島
の
新
派
映
画
製
作
部
は
、
映
画
の

西
洋
化
へ
邁
進
す
る
周
囲
の
動
向
に
反
す
る
よ
う
に
、
徐
々
に
西
洋
映
画
の
影

響
を
抜
き
去
り
、
日
本
の
大
衆
文
化
の
源
泉
へ
と
戻
る
こ
と
で
、
旧
来
の
価
値

観
を
維
持
し
て
い
た
大
衆
の
求
め
に
応
じ
る
映
画
を
作
る
と
い
う
道
を
選
択
し

て
い
っ
た
。
女
形
俳
優
亡
き
後
も
、
古
典
的
な
女
性
性
を
表
象
す
る
女
優
を
採

用
し
、
同
時
代
既
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
書
き
割
り
を
多
用
、
写
実

的
な
「
風
景
」
を
排
除
し
、
原
作
に
基
づ
く
限
定
さ
れ
た
空
間
内
に
お
い
て
物



初
期
の
日
本
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
イ
メ
ー
ジ
の
発
達
過
程
に
つ
い
て

一
七
五

語
が
展
開
す
る
、
所
謂
日
活
向
島
の
典
型
と
も
い
え
る
世
界
を
創
造
し
た
。
そ

れ
は
、
実
景
を
舞
台
に
写
実
的
な
空
間
を
作
り
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間
を
自
然

と
対
峙
さ
せ
て
描
写
す
る
、
欧
米
を
中
心
と
し
た
自
然
主
義
的
な
価
値
観
と
は

全
く
異
な
る
、
あ
く
ま
で
人
間
を
中
心
に
描
く
と
い
う
、
日
本
独
自
の
価
値
観

に
基
づ
く
世
界
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

映
画
草
創
期
、
映
画
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
そ
れ
に
付
随
す
る
イ
メ
ー
ジ

は
、
演
劇
に
そ
の
多
く
を
依
存
し
て
い
た
。
欧
米
に
お
い
て
、
新
た
な
映
画
言

語
が
発
達
す
る
中
、
日
本
映
画
が
常
に
演
劇
と
近
い
距
離
を
保
っ
て
い
た
こ
と

が
、
日
本
の
初
期
映
画
は
演
劇
の
引
き
写
し
に
過
ぎ
な
い
、
と
言
う
批
判
を
生

む
大
い
な
る
理
由
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
回
、
一
九
一
六
年
製

作
の
『
う
き
世
』
と
、
一
九
二
二
年
製
作
の
『
二
人
静
』
の
検
証
を
通
じ
て
見

え
て
き
た
も
の
は
、
日
本
の
初
期
映
画
が
、
そ
の
発
達
の
中
で
僅
か
な
が
ら
に

も
演
劇
の
枠
を
離
れ
、
無
意
識
な
が
ら
に
も
西
洋
映
画
の
影
響
を
受
け
つ
つ
成

長
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
そ
の
過
程
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
日
活
向
島
の
辿
っ

た
進
化
の
形
跡
で
あ
っ
た
。
日
活
向
島
は
、
日
本
映
画
の
近
代
化
を
迫
る
「
純

映
画
劇
運
動
」
な
ど
周
囲
の
動
向
と
は
全
く
関
係
な
く
、
西
洋
映
画
の
影
響
を

離
れ
、
日
本
の
大
衆
文
化
の
源
流
へ
遡
行
す
る
こ
と
で
、
日
本
独
自
の
世
界
観

を
創
造
し
て
い
っ
た
。

こ
の
日
活
向
島
の
独
自
性
は
、『
二
人
静
』
の
製
作
さ
れ
た
翌
年
、
一
九
二

三
年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
に
よ
り
撮
影
所
が
甚
大
な
る
被
害
を
受
け
、
そ

の
製
作
拠
点
が
京
都
に
移
転
す
る
の
を
機
に
突
如
消
滅
し
、
失
わ
れ
た
フ
ィ
ル

ム
と
共
に
急
速
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
日
本
映
画
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
に
変
わ
っ
て
大
量
に
流
入
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
映
画
の
影
響

を
受
け
つ
つ
発
達
し
、
日
本
映
画
の
特
性
と
い
う
意
識
は
置
き
去
り
に
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。
映
画
の
世
界
標
準
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
、
日
本
映
画
の
固

有
性
を
考
え
る
場
合
、
日
本
映
画
史
に
お
け
る
日
活
向
島
の
製
作
し
た
映
画
の

意
義
は
、
更
に
高
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

注

（
１
）　

加
藤
武
雄
「
家
庭
小
説
研
究
」
山
本
三
生
編
集
『
日
本
文
学
講
座
第
十
四
巻
』
改
造

社
、
53
〜
70
頁
。

（
２
）　

柳
川
春
葉
『
二
人
静
』
至
誠
堂
書
店　

１
９
１
７
年
、
３
０
７
頁
。（
旧
漢
字
は
常

用
漢
字
に
変
換
し
た
）

（
３
）　

長
島
弘
明
「
文
化̶

文
政
の
文
学 

＊
小
説
の
近
世
的
描
写
」

 
 
 

有
精
堂
編
集
部 

編
『
日
本
文
学
史
を
読
む
、
４
』
有
精
堂
出
版
、
１
９
９
２
年
、
１

１
３
頁
〜
１
４
０
頁

（
４
）　

柄
谷
行
人
「
風
景
の
発
見
」『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
講
談
社
、
１
９
８
８
年
、

７
〜
50
頁
。

（
５
）　

長
島
弘
明
「
文
化̶

文
政
の
文
学 

＊
小
説
の
近
世
的
描
写
」

 
 
 

有
精
堂
編
集
部 

編
『
日
本
文
学
史
を
読
む
、
４
』
有
精
堂
出
版
、
１
９
９
２
年
、
１

３
８
頁
。

（
６
）　

柄
谷
行
人
「
風
景
の
発
見
」『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
講
談
社
、
１
９
８
８
年
、

34
頁
。

（
７
）　
『
活
動
之
世
界
』
１
９
１
６
年
、
５
月
号　

１
１
５
頁
。



一
七
六

（
８
）　
「
続
き
も
の
」
は
、
新
聞
小
説
の
前
身
で
あ
っ
た
。
そ
の
源
泉
は
、
江
戸
時
代
に
活

躍
し
た
戯
作
者
が
明
治
に
入
り
新
聞
記
者
に
転
身
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
明
治
初
頭
に
発
行
さ
れ
た
知
識
層
向
け
の
大
新
聞
は
、
政
治
的
主
題
を
主
に
扱
い
、

漢
文
調
の
古
風
な
文
体
で
書
か
れ
た
日
報
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
三
面
の
雑
報
記
事
は
戯

作
者
の
手
に
よ
り
情
操
豊
に
描
写
さ
れ
た
。
事
件
を
一
度
の
報
道
で
は
な
く
、
連
載
と

い
う
長
期
の
形
式
で
伝
え
る
「
続
き
も
の
」
は
、
大
衆
を
主
な
購
買
層
と
し
た
小
新
聞

へ
と
受
け
継
が
れ
、
や
が
て
「
続
き
も
の
」
か
ら
脚
色
の
部
分
を
独
立
さ
せ
、
よ
り
大

衆
の
欲
求
に
答
え
る
小
説
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
９
）　

柳
川
春
葉
「
う
き
世
」『
東
京
日
々
新
聞
』
１
９
１
５
年
12
月
16
日
。（
旧
漢
字
は
常

用
漢
字
に
変
換
し
た
）

（
10
）　
『
活
動
写
真
雑
誌
』『
活
動
画
報
』『
活
動
之
世
界
』
１
９
１
７
年
３
月
号
。

図
①　

鰭
崎
英
明
『
東
京
日
々
新
聞
』
１
９
１
５
年
７
月
18
日

図
②　

日
活
向
島
製
作
『
う
き
世
』
１
９
１
６
年

図
③　

鰭
崎
英
明
『
東
京
日
々
新
聞
』
１
９
１
５
年
８
月
７
日

図
④　

日
活
向
島
製
作
『
う
き
世
』
１
９
１
６
年

図
⑤　

鰭
崎
英
明
『
東
京
日
々
新
聞
』
１
９
１
５
年
７
月
19
日

図
⑥　

日
活
向
島
製
作
『
う
き
世
』
１
９
１
６
年

図
⑦　

鰭
崎
英
明
『
東
京
日
々
新
聞
』
１
９
１
５
年
９
月
30
日

図
⑧　

日
活
向
島
製
作
『
う
き
世
』
１
９
１
６
年
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