
黒
澤
明
『
生
き
る
』
に
お
け
る
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」

伊

達

立

晶

序

黒
澤
明
（
一
九
一
〇
│
九
八
年
）
の
監
督
映
画
『
生
き
る
』（
脚
本：

黒
澤
明
、
橋
本
忍
、
小
国
英
雄
、
一
九
五
二
年
）
で
は
、
胃
癌
に

冒
さ
れ
余
命
幾
ば
く
も
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
主
人
公
・
渡
辺
勘
治
が
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
を
涙
な
が
ら
に
口
ず
さ
む
場
面
が
あ
る
（
シ
ー
ン

六
七
）�
。「
生
命
短
か
し
」、「
明
日
と
い
う
日
の

無
い
も
の
を
」�
と
い
っ
た
歌
詞
は
、
死
に
直
面
し
た
渡
辺
の
絶
望
を
端
的
に
表
し
て
い

る
。
し
か
し
作
品
の
終
わ
り
近
く
で
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
た
渡
辺
が
同
じ
歌
を
歌
う
場
面
（
シ
ー
ン
一
三
九
）
で
は
、
渡
辺
は
悲
嘆
に
暮
れ
る

ど
こ
ろ
か
上
機
嫌
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
渡
辺
が
為
す
べ
き
仕
事
を
達
成
し
た
直
後
で
も
あ
る
の
で
、
た
し
か
に
上
機
嫌
で
あ
る
こ
と
自
体

は
不
自
然
を
感
じ
さ
せ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
度
は
絶
望
と
と
も
に
歌
わ
れ
た
歌
が
、
な
ぜ
こ
こ
で

も
歌
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
歌
を
口
ず
さ
む
な
ら
こ
の
よ
う
な
不
吉
な
歌
で
は
な
く
、
別
の
歌
を
口
ず
さ
む
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
映
画
評
論
家
の
吉
村
英
夫
は
、
西
行
の
「
ね
が
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
さ

ら
ぎ
の
望
月
の
頃
」
と
い
う
歌
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
あ
る
意
味
、
渡
辺
勘
治
は
、
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
、
み
る
べ
き
も
の
を
み
て
の

上
で
の
死
で
あ
り
、
西
行
の
最
期
と
つ
な
が
る
も
の
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
西
行
も
渡
辺
も
『
ね
が
は
く
は
』
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の
状
態
で
死
を
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
�
。
こ
の
考
え
方
を
敷
衍
す
る
な
ら
、
い
わ
ば
渡
辺
は
従
容
と
死
を
受
け

入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
人
は
そ
こ
ま
で
達
観
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
も
不
自
然
な
感
は
否
め
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
�
。

本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
以
下
の
手
順
を
と
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、『
生
き
る
』
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
。
第
二

章
で
は
、「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
が
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
歌
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
映
画
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確

認
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
作
品
の
仕
掛
け
を
読
み
解
き
つ
つ
、
映
画
の
中
で
二
度
歌
わ
れ
る
こ
の
歌
の
歌
詞
の
解
釈
が
変
化
し
て
い
る

可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
以
上
の
考
察
を
経
て
、
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
で
は
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
が
死
の
悲
し
み
を
意
味
し
て
い
な
い
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
『
生
き
る
』
の
あ
ら
す
じ

ま
ず
作
品
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

主
人
公
の
渡
辺
勘
治
は
、
市
役
所
の
市
民
課
の
課
長
を
務
め
る
初
老
の
男
で
あ
る
。
三
〇
年
間
に
お
よ
ぶ
事
務
仕
事
に
従
事
す
る
う
ち
に

仕
事
へ
の
情
熱
を
失
っ
た
渡
辺
は
、
仕
事
に
本
腰
を
入
れ
る
こ
と
が
な
く
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
「
彼
は
生
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」
と

紹
介
さ
れ
て
い
る
（
シ
ー
ン
三
）。
市
役
所
の
効
率
の
悪
い
仕
事
ぶ
り
は
、
不
潔
な
下
水
溜
ま
り
を
公
園
に
変
え
て
ほ
し
い
と
い
う
陳
情
が
、

ま
ず
渡
辺
の
い
る
市
民
課
か
ら
土
木
課
に
回
さ
れ
、
そ
の
後
も
地
区
保
健
所
、
衛
生
課
な
ど
へ
と
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
、
結
局
も
と
の
市
民

課
に
戻
っ
て
来
る
と
い
う
喜
劇
的
な
描
写
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
ら
は
こ
う
し
た
職
場
で
無
為
に
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
病
院
の
待
合
室
で
偶
然
会
っ
た
男
か
ら
胃
癌
の
症
状
を
聞
か
さ
れ
、
そ
れ
が
す
べ
て
自
分
の
身
に
覚
え
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

た
渡
辺
は
、
自
分
が
間
も
な
く
死
ぬ
運
命
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。
息
子
夫
婦
や
兄
夫
婦
と
も
心
の
交
流
を
失
っ
て
い
る
渡
辺
は
、
誰
に
も
自
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分
の
病
気
に
つ
い
て
言
え
ず
に
、
市
役
所
を
欠
勤
す
る
よ
う
に
な
る
。
飲
み
屋
で
出
会
っ
た
小
説
家
に
病
状
を
告
白
す
る
と
、
街
で
遊
ぶ
こ

と
を
知
ら
ず
に
生
き
て
き
た
渡
辺
の
こ
う
し
た
境
遇
に
興
味
を
も
っ
た
小
説
家
は
、
渡
辺
を
夜
の
街
に
案
内
し
、
パ
チ
ン
コ
屋
、
ビ
ヤ
ホ
ー

ル
な
ど
で
人
生
の
楽
し
み
を
味
あ
わ
せ
て
や
ろ
う
と
す
る
。
だ
が
心
か
ら
楽
し
む
こ
と
の
で
き
な
い
渡
辺
は
、
カ
フ
ェ
ー
の
楽
師
に
「
ゴ
ン

ド
ラ
の
唄
」
を
リ
ク
エ
ス
ト
し
、
自
ら
歌
い
な
が
ら
泣
く
の
で
あ
る
。

幻
滅
と
と
も
に
夜
遊
び
を
終
え
、
小
説
家
と
別
れ
た
渡
辺
は
、
部
下
の
小
田
切
と
よ
と
街
で
ば
っ
た
り
と
出
く
わ
す
。
元
気
で
活
発
な
彼

女
は
も
と
も
と
退
屈
な
市
役
所
生
活
に
う
ん
ざ
り
し
て
お
り
、
玩
具
工
場
に
転
職
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
辞
表
に
渡
辺
の
押
印
が
必

要
な
の
で
困
っ
て
い
た
と
い
う
。
押
印
の
た
め
に
小
田
切
を
連
れ
て
自
宅
に
帰
る
渡
辺
は
、
こ
の
女
の
せ
い
で
欠
勤
し
朝
帰
り
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
息
子
夫
婦
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
に
は
気
も
か
け
ず
に
小
田
切
と
意
気
投
合
し
、
パ
チ
ン
コ
屋

や
ア
イ
ス
・
ス
ケ
ー
ト
場
な
ど
を
め
ぐ
る
こ
と
に
な
る
。
若
い
小
田
切
に
惹
か
れ
、
彼
女
と
と
も
に
い
る
こ
と
に
楽
し
さ
を
見
出
す
渡
辺
で

あ
る
が
、
し
か
し
数
日
間
続
く
こ
の
よ
う
な
遊
興
生
活
に
小
田
切
は
嫌
気
が
さ
し
、
こ
う
い
う
生
活
は
や
め
よ
う
と
切
り
出
す
。
そ
こ
で
渡

辺
は
、
病
気
の
こ
と
を
告
白
し
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
君
の
よ
う
に
生
き
甲
斐
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
問
う
。
小
田
切
は

玩
具
工
場
で
玩
具
を
作
る
だ
け
で
も
子
供
と
仲
良
く
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
と
述
べ
、
渡
辺
に
何
か
作
っ
て
み
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

提
案
す
る
。
そ
の
言
葉
に
渡
辺
は
、
不
潔
な
下
水
溜
ま
り
を
公
園
に
変
え
て
ほ
し
い
と
い
う
陳
情
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
小
田
切
が
見
せ
た

兎
の
玩
具
を
引
っ
掴
ん
で
そ
の
場
を
去
る
。
い
わ
ば
こ
の
瞬
間
か
ら
渡
辺
は
「
生
き
」
始
め
る
の
で
あ
る
。

場
面
は
一
転
し
、
渡
辺
の
遺
影
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
五
ヵ
月
後
の
渡
辺
の
通
夜
が
舞
台
と
な
る
。
臨
席
し
た
市
役
所
の
人
々
の
会

話
を
通
じ
て
、
渡
辺
の
粘
り
強
い
説
得
で
助
役
を
は
じ
め
土
木
部
や
公
園
課
な
ど
が
よ
う
や
く
動
き
、
公
園
が
造
成
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
完
成
し
た
公
園
で
渡
辺
が
死
ん
だ
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
課
の
仕
事
で
公
園
が
完
成
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら

を
統
括
す
る
助
役
は
自
分
が
功
労
者
だ
と
自
認
し
て
い
る
が
、
本
当
の
功
労
者
が
渡
辺
で
あ
る
こ
と
は
薄
々
誰
も
が
認
め
て
お
り
、
特
に
市

役
所
に
陳
情
し
た
住
民
た
ち
は
助
役
た
ち
を
無
視
し
て
渡
辺
の
遺
影
の
前
で
泣
く
。
き
ま
り
悪
く
な
っ
た
助
役
た
ち
が
住
民
た
ち
に
続
い
て
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退
席
す
る
と
、
渡
辺
の
部
下
た
ち
は
、
本
当
に
渡
辺
が
功
労
者
な
の
か
、
な
ぜ
渡
辺
が
急
に
熱
心
に
働
き
始
め
た
の
か
、
議
論
し
始
め
る
。

そ
し
て
渡
辺
が
各
課
に
粘
り
強
く
交
渉
し
、
地
権
に
か
ら
ん
で
脅
し
を
か
け
て
来
る
ヤ
ク
ザ
に
も
屈
し
な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
話
題

に
な
る
。
や
が
て
渡
辺
が
繰
り
返
し
自
分
に
は
「
暇
は
な
い
」
と
口
に
し
て
い
た
こ
と
に
人
々
は
気
づ
き
、
渡
辺
が
自
ら
の
死
期
を
悟
っ
て

仕
事
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
、
皆
、
納
得
す
る
。
そ
の
直
後
に
、
死
ぬ
直
前
の
渡
辺
を
見
か
け
た
警
官
が
焼
香
に
現
わ
れ
、
渡

辺
が
楽
し
そ
う
に
公
園
で
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
。
心
打
た
れ
た
職
員
た
ち
は
、
渡
辺
の
あ
と
に
続
い
て
自
分
た
ち

も
が
ん
ば
ろ
う
と
口
々
に
誓
う
が
、
次
の
日
か
ら
ま
た
無
気
力
な
仕
事
ぶ
り
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
映
画
は
完
成
し
た
公
園
で
嬉
々
と
し
て
遊

ぶ
子
供
た
ち
を
映
し
て
終
結
す
る
。

二
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
の
用
い
方

こ
の
映
画
の
な
か
で
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
は
四
回
扱
わ
れ
て
い
る
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
流
れ
る
際
に
は
歌
詞
が
付
か

ず
、
映
画
全
体
の
主
題
曲
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
と
の
二
回
は
、
渡
辺
自
身
が
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
二
回
に

つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

カ
フ
ェ
ー
の
場
面
（
シ
ー
ン
六
七
）
で
は
、
リ
ク
エ
ス
ト
を
求
め
る
楽
師
に
向
か
っ
て
渡
辺
自
身
が
こ
の
曲
を
リ
ク
エ
ス
ト
し
、
楽
師
は

「
あ
あ
、
大
正
時
代
の
ラ
ヴ
・
ソ
ン
グ
で
す
な
、
Ｏ
・
Ｋ
」
と
答
え
て
明
る
く
ピ
ア
ノ
を
弾
き
始
め
る
。
そ
し
て
そ
の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
店

に
い
た
若
い
男
女
が
腕
を
取
り
合
い
、
踊
り
始
め
る
の
だ
が
、
陰
鬱
な
渡
辺
の
歌
声
に
恋
人
た
ち
も
興
醒
め
し
、
踊
り
を
や
め
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

楽
師
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
は
も
と
も
と
「
ラ
ヴ
・
ソ
ン
グ
」
だ
っ
た
。
吉
井
勇
作
詞
、
中
山
晋
平
作
曲
の
歌
で
、

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
作
品
で
あ
る
�
。
四
番
ま
で
あ
る
歌
詞
を
見
て
み
よ
う
�
。
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み
じ
か

こ
ひ

を
と
め

一

い
の
ち
短
し
、
戀
せ
よ
、
少
女
、

あ
か

く
ち
び
る

あ

ま

朱
き
唇
、
褪
せ
ぬ
間
に
、

あ
つ

ち
し
ほ

ひ

ま

熱
き
血
液
の
、
冷
え
ぬ
間
に
、

あ

す

つ
き
ひ

明
日
の
月
日
の
な
い
も
の
を
。

み
じ
か

こ
ひ

を
と
め

二

い
の
ち
短
し
、
戀
せ
よ
、
少
女
、

て

と

か

ふ
ね

い
ざ
手
を
取
り
て
彼
の
舟
に
、

も

ほ

き
み

ほ

い
ざ
燃
ゆ
る
頬
を
君
が
頬
に
、

た
れ

こ

こ
こ
に
は
誰
も
來
ぬ
も
の
を
。

み
じ
か

こ
ひ

を
と
め

三

い
の
ち
短
し
、
戀
せ
よ
、
少
女
、

な
み

な
み

よ

波
に
た
ゞ
よ
ひ
波
の
樣
に
、

き
み

や
は
て

わ

か
た

君
が
柔
手
を
我
が
肩
に
、

ひ
と
め

こ
こ
に
は
人
目
な
い
も
の
を
。

み
じ
か

こ
ひ

を
と
め

四

い
の
ち
短
し
、
戀
せ
よ
、
少
女
、

く
ろ
が
み

い
ろ
あ

ま

黒
髪
の
色
褪
せ
ぬ
間
に
、

こ
ゝ
ろ

き

ま

心
の
ほ
の
ほ
消
え
ぬ
間
に
、

け

ふ

こ

今
日
は
ふ
た
ゝ
び
來
ぬ
も
の
を
。
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一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
舟
」（
ゴ
ン
ド
ラ
）
に
乗
る
男
が
女
を
誘
惑
す
る
歌
で
あ
る
。「
い
の
ち
短
し
」
と
い
う
歌
詞
も
、

「
人
生
や
若
い
時
期
は
短
い
の
だ
か
ら
、
恥
じ
ら
っ
た
り
躊
躇
し
た
り
し
な
い
で
誘
惑
に
応
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る

こ
と
ば
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
歌
を
歌
う
渡
辺
は
、
二
番
と
三
番
の
歌
詞
を
省
略
し
、
一
番
と
四
番
の
み
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
接

的
に
女
性
を
誘
惑
す
る
意
味
合
い
は
欠
落
し
、
命
の
短
さ
を
嘆
く
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
元
の
歌
が
明
る
い
た
め
に
、
い

っ
そ
う
渡
辺
の
歌
の
暗
さ
は
虚
を
つ
く
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
（
シ
ー
ン
一
三
九
）
で
は
、
目
撃
し
た
警
官
の
「
あ
ん
ま
り
…
楽
し
そ
う
だ
っ
た
か
ら
…
な
ん
と
言
っ
て

い
い
か
…
そ
の
…
シ
ミ
ジ
ミ
と
…
歌
を
唄
っ
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
…
そ
り
ゃ
…
そ
の
不
思
議
な
ほ
ど
…
心
の
奥
の
ほ
う
ま
で
シ
ミ
渡
る
声
で

…
」
と
い
う
言
葉
通
り
、
渡
辺
は
弱
々
し
く
も
楽
し
そ
う
に
ブ
ラ
ン
コ
を
漕
ぎ
な
が
ら
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
を
歌
っ
て
い
る
。
カ
フ
ェ
ー
の

場
面
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
印
象
を
与
え
る
描
写
だ
と
い
え
よ
う
。

三

作
品
の
構
成
か
ら
見
た
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
の
意
味

通
夜
の
席
に
お
け
る
議
論
の
過
程
で
渡
辺
の
行
動
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
、
そ
の
場
面
は
臨
席
者
に
と
っ
て
は
一
つ
の
謎

解
き
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
警
官
の
証
言
を
聞
き
、
死
期
を
悟
り
つ
つ
超
然
と
し
て
い
た
渡
辺
に
、
臨
席
者
は
驚
き
心
打

た
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
の
直
前
（
シ
ー
ン
一
三
八
）
で
は
、
渡
辺
の
「
功
績
を
横
取
り
」
し
た
助
役
が
批
判
さ

れ
、「
あ
の
…
公
園
で
一
人
で
寂
し
く
死
ん
で
行
く
時
の
…
渡
辺
さ
ん
の
気
持
…
ど
ん
な
だ
っ
た
ろ
う
…
僕
ア
…
考
え
た
だ
け
で
…
」
と
渡

辺
の
部
下
が
悔
し
が
っ
て
い
る
。
実
際
渡
辺
の
努
力
は
公
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
開
園
式
で
も
渡
辺
が
隅
の
席
に
座
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
お
り
（
シ
ー
ン
一
一
〇
）、
公
園
に
お
け
る
渡
辺
の
死
が
「
市
の
上
層
部
に
対
す
る
無
言
の
抗
議
」
で
は
な
い
か
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と
勘
ぐ
る
新
聞
記
者
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
（
シ
ー
ン
一
一
〇
）。
そ
の
た
め
い
っ
そ
う
「
楽
し
そ
う
」
に
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
て
い
た
と
い

う
渡
辺
に
、
部
下
た
ち
が
一
種
の
気
高
さ
を
覚
え
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
の
で
あ
る
。

通
夜
の
臨
席
者
た
ち
に
感
情
移
入
し
て
漫
然
と
映
画
の
進
行
を
追
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
鑑
賞
者
も
ま
た
、
渡
辺
の
大
悟
し
た
有
り
様
を

ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
に
認
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
彼
ら
は
実
際
に
は
渡
辺
の
一
面
し
か
見
て
お
ら
ず
、
死
の
絶
望
に
煩
悶
す
る
渡
辺
の
姿

を
見
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
に
共
感
し
て
回
心
後
の
渡
辺
を
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ

は
、
通
夜
の
臨
席
者
と
同
様
の
感
慨
に
ふ
け
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
理
解
の
及
ば
ぬ
次
元
で
渡
辺
を
理
解
し
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

渡
辺
が
い
か
に
救
い
を
見
出
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
作
品
の
軸
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
渡
辺
の
苦
し
み
を
知
り
、
そ
れ
を
気
遣
う
二

人
の
人
物
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
人
は
、
飲
み
屋
で
出
会
っ
た
小
説
家
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
際
「
私
は
ね
、
今
夜
、
貴
方
の
た

め
に
よ
ろ
こ
ん
で
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
の
役
を
つ
と
め
ま
す
よ
」
と
述
べ
て
お
り
（
シ
ー
ン
六
一
）、
ト
書
き
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
�
、
そ
の
外
見
も
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
的
な
風
貌
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
酒
場
や
魔
女
の
厨

に
連
れ
て
行
っ
た
よ
う
に
、
小
説
家
は
渡
辺
を
夜
の
街
に
連
れ
出
す
わ
け
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部
（
一
八
〇
八
年
）

で
は
、
人
生
に
絶
望
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
と
出
会
う
以
前
に
毒
を
仰
ご
う
と
し
て
い
た
が
（
六
八
六
│
七
三
六
）、

『
生
き
る
』
で
も
渡
辺
は
こ
の
小
説
家
と
知
り
合
う
前
か
ら
、
酒
が
胃
癌
患
者
に
と
っ
て
毒
だ
と
知
り
つ
つ
、「
一
思
い
に
死
ん
で
や
れ
」
と

い
う
気
も
ち
で
酒
を
飲
ん
で
い
る
（
シ
ー
ン
六
一
）。
ま
た
こ
の
二
人
の
足
も
と
に
黒
い
犬
が
う
ろ
つ
い
て
い
る
こ
と
も
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

第
一
部
で
黒
い
尨
犬
が
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
に
変
身
す
る
こ
と
（
一
二
四
七
│
一
三
二
三
）
と
対
応
し
て
い
る
�
。

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
『
生
き
る
』
と
の
類
似
性
は
他
に
も
あ
る
。
ま
ず
日
々
の
労
働
の
大
切
さ
と
い
う
テ
ー
マ
自
体
が
、
共
通
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
自
身
、
死
ぬ
直
前
に
「
さ
う
だ
、
俺
の
歸
依
し
て
ゐ
る
意
趣
は
、
／
知
識
の
最
後
の
歸
結
で
、
其
は
か
う
だ
／

『
自
由
と
生
活
と
は
、
日
日
之
を
獲
得
す
る
者
に
し
て
、
／
始
め
て
之
を
味
ふ
權
利
あ
り
。』」（
一
一
五
七
三
│
一
一
五
七
六
）
と
悟
り
、
フ
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ァ
ウ
ス
ト
の
魂
を
迎
え
る
天
使
た
ち
も
「
誰
に
も
あ
れ
、
た
え
ず
努
力
す
る
者
は
、
／
我
等
こ
れ
を
救
ふ
こ
と
を
得
」（
一
一
九
三
六
│
一

一
九
三
七
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
こ
の
よ
う
に
悟
っ
た
際
に
従
事
し
て
い
た
仕
事
は
、
多
く
の
人
を
動
か
し
て
毒
気
の

あ
る
沼
沢
地
の
水
を
抜
き
、
土
地
を
干
拓
す
る
事
業
で
あ
り
�
、
臭
く
て
皮
膚
炎
を
起
こ
す
下
水
溜
ま
り
を
公
園
に
す
る
渡
辺
の
事
業
と
類

似
し
て
い
る
�
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、『
生
き
る
』
は
主
題
に
お
い
て
も
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
だ
と
い

え
よ
う
�
。

だ
が
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
救
い
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
家
も
渡
辺
の
憂
鬱
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
死
の
悲
し
み
は
、
刹
那
的
な
快
楽
で
は
癒
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
実
際
に
渡
辺
に
生
き
る
道
を
指
し
示
し
た
の

は
、
渡
辺
の
苦
し
み
を
知
る
も
う
一
人
の
人
物
・
小
田
切
で
あ
る
。
市
役
所
を
退
職
し
玩
具
工
場
で
働
く
こ
と
に
な
る
こ
の
若
い
女
性
が
、

最
終
的
に
渡
辺
を
回
心
さ
せ
、
彼
女
の
お
か
げ
で
渡
辺
は
生
の
充
実
と
喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
渡
辺
の
病
状
や
心
境
を

知
る
登
場
人
物
が
（
病
院
の
待
合
室
で
会
っ
た
男
、
医
者
た
ち
、
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア
の
マ
ダ
ム
�
の
よ
う
に
、
ほ
ん
の
短
い
間
し
か
登
場
し

な
い
人
物
以
外
に
は
）
小
説
家
と
小
田
切
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
渡
辺
を
慰
め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
作
品

構
成
と
し
て
小
説
家
と
小
田
切
と
が
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
小
説
家
が
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
に
相
当
す

る
と
す
れ
ば
、
小
田
切
は
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
（
一
八
三
三
年
）
の
末
尾
で
は
、
グ
レ

ー
ト
ヒ
ェ
ン
の
霊
が
聖
母
マ
リ
ア
と
と
も
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
魂
を
天
上
へ
と
導
き
、「
久
遠
の
女
性
は
／
我
等
を
曵
き
行
く
」（
一
二
一
一
〇

│
一
二
一
一
一
）
と
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
死
の
直
前
の
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
は
、
小
田
切
と
の
関
係
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
渡
辺
が
心
楽
し
く
ブ
ラ
ン
コ
を
漕
い
で
い
た
の
は
、
小
田
切
の
面
影
を
回
想
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
こ
の
公
園
の
造
成
に
渡
辺
を
衝
き
動
か
し
た
の
は
、
工
場
で
作
っ
て
い
る
兎
の
玩
具
を
見
せ
な
が
ら
「
こ
ん
な
も
ん
で
も
、
つ

く
っ
て
る
と
楽
し
い
わ
よ
。
私
、
こ
れ
つ
く
り
出
し
て
か
ら
日
本
中
の
赤
ン
坊
と
仲
良
し
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
」、「
ね
、
課
長
さ
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ん
も
な
に
か
つ
く
っ
て
見
た
ら
…
」
と
い
っ
た
小
田
切
の
言
葉
だ
っ
た
（
シ
ー
ン
一
〇
二
）。
そ
の
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、
渡
辺
は
子
供
の

た
め
に
公
園
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
陳
情
（
シ
ー
ン
三
）
を
思
い
出
し
、
自
分
に
も
ま
だ
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
た

の
だ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
ブ
ラ
ン
コ
の
上
で
渡
辺
は
、
小
田
切
の
言
葉
の
意
味
を
実
感
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
完
成
し
つ
つ
あ

る
公
園
を
見
て
い
る
際
も
、
そ
の
場
に
は
子
供
が
い
な
い
の
に
「
ち
ょ
う
ど
、
眼
に
入
れ
て
も
痛
く
な
い
…
自
分
の
子
供
か
孫
を
見
る
よ
う

な
」
様
子
で
あ
っ
た
と
公
園
課
代
表
は
証
言
し
て
い
る
し
（
シ
ー
ン
一
三
一
）、『
生
き
る
』
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
（
シ
ー
ン
一
四
四
）
で
は
、

嬉
々
と
し
て
そ
の
ブ
ラ
ン
コ
を
漕
ぐ
子
供
た
ち
が
映
さ
れ
て
お
り
、
渡
辺
と
子
供
た
ち
と
の
繋
が
り
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
渡
辺
は

小
田
切
と
同
様
、
直
接
的
に
は
子
供
と
接
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
子
供
の
た
め
の
も
の
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
供
と
繋
が
っ
て
い

る
よ
う
な
気
も
ち
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
活
気
の
あ
る
小
田
切
に
憧
れ
、
シ
ー
ン
一
〇
二
の
喫
茶
店
で
彼
女
に
「
一
日
で
も
よ
い
…

そ
ん
な
風
に
…
生
き
て
…
そ
の
…
生
き
て
死
に
た
い
」
と
訴
え
て
い
た
渡
辺
は
、
ブ
ラ
ン
コ
上
で
し
み
じ
み
と
小
田
切
の
生
き
る
喜
び
に
共

感
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
る
渡
辺
が
「
楽
し
そ
う
だ
っ
た
」
と
語
る
警
官
の
証
言
も
、
一
考
に
値
す
る
。
こ
の
言
葉
は
「
こ
ん
な
も
ん
で
も
、

つ
く
っ
て
る
と
楽
し
い
わ
よ
」
と
い
う
小
田
切
の
言
葉
と
対
応
す
る
の
み
な
ら
ず
、
渡
辺
が
「
楽
し
い
」
と
述
べ
る
の
は
、
い
つ
も
小
田
切

と
共
に
い
る
と
き
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
小
田
切
と
初
め
て
街
中
に
繰
り
出
し
た
後
の
小
料
理
屋
の
場
面
（
シ
ー
ン
九
六
）
で
、
渡
辺
は

「
今
日
は
…
実
に
…
楽
し
く
…
」
と
述
懐
し
て
い
る
し
、
渡
辺
と
小
田
切
と
が
最
後
に
会
っ
た
喫
茶
店
の
場
面
（
シ
ー
ン
一
〇
二
）
で
も
、

な
ぜ
自
分
を
追
い
回
す
の
か
と
い
う
小
田
切
の
問
い
に
対
し
、
渡
辺
は
「
わ
し
は
…
君
と
…
こ
う
や
っ
て
る
と
…
楽
し
い
か
ら
…
」
と
答
え

て
い
る
。
渡
辺
に
関
し
て
「
楽
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
場
面
と
警
官
の
証
言
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

無
為
な
生
活
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
渡
辺
に
向
か
っ
て
、
小
説
家
は
「
人
生
を
楽
し
む
こ
と
っ
て
ね
、
こ
れ
は
貴
方
人
間
の
義
務
で
す

よ
」
と
語
り
か
け
（
シ
ー
ン
六
一
）、
そ
こ
か
ら
渡
辺
の
楽
し
さ
へ
の
追
求
は
始
ま
っ
て
い
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
小
説
家
と
と
も
に
回
っ

た
夜
の
街
で
は
渡
辺
は
「
楽
し
い
」
と
は
口
に
せ
ず
、
実
際
あ
ま
り
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
が
、
小
田
切
と
一
緒
に
い
る
こ
と
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は
「
楽
し
い
」
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
コ
の
上
で
「
楽
し
そ
う
」
に
歌
う
渡
辺
が
、
小
田
切
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
る
こ
と
は
十

分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
「
も
し
こ
こ
で
渡
辺
が
小
田
切
を
回
想
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
女
の
映
像
を
回
想
シ
ー
ン
と
し
て
挿
入
す
る
は
ず
だ
」
と
い
う

反
論
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
自
体
が
警
官
の
回
想
シ
ー
ン
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
登
場
す
る
渡
辺
の
さ
ら
な
る
回

想
シ
ー
ン
を
挿
入
す
る
こ
と
は
不
自
然
に
な
ろ
う
。
小
田
切
と
の
関
係
を
回
想
す
る
こ
と
の
で
き
る
渡
辺
自
身
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
後
、
そ

う
し
た
形
で
小
田
切
の
存
在
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
小
田
切
と
の
関
わ
り
は
、
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
以
後
の
短
い
時
間
の
中
で
、
二
つ
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
明
瞭
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
渡
辺
の
妾
が
通
夜
に
来
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
う
渡
辺
の
兄
・
喜
一
の
存
在
で
あ
る
。
喜
一
は
欠
勤
し
た
弟
の
金
遣
い
の
荒
さ
か

ら
、
弟
に
女
が
で
き
た
と
疑
っ
て
お
り
（
シ
ー
ン
五
九
）、
渡
辺
の
息
子
か
ら
小
田
切
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
（
シ
ー
ン
九
八
）、

弟
に
女
が
い
た
と
確
信
し
て
い
た
の
だ
が
（
シ
ー
ン
一
一
一
）、
し
か
し
そ
の
喜
一
も
、
渡
辺
が
死
期
を
悟
っ
て
仕
事
に
打
ち
込
ん
だ
こ
と

を
知
り
、「
あ
れ
…
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
の
か
な
？
」
と
初
め
て
そ
の
考
え
に
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
な
る
（
図
１：

シ
ー
ン
一
四
一
）。
鑑
賞

者
は
す
で
に
小
田
切
が
渡
辺
の
女
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
で
こ
う
し
た
描
写
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
感
傷
を

損
ね
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
あ
え
て
こ
こ
で
そ
の
話
が
出
さ
れ
る
の
は
、
シ
ー
ン
一
〇
二
以
降
登
場
し
な
い
小
田
切
の
存
在
を
鑑
賞
者

に
思
い
出
さ
せ
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
そ
の
喜
一
の
台
詞
の
直
後
、
カ
メ
ラ
は
渡
辺
の
勤
続
二
五
年
を
讃
え
る
表
彰
状
や
目
覚
ま
し
時
計
の
前
面
に
、
小
田
切
か
ら
受
け

取
っ
た
兎
の
玩
具
を
大
写
し
で
と
ら
え
て
い
る
（
図
２：

シ
ー
ン
一
四
一
）。
こ
れ
も
ま
た
小
田
切
の
こ
と
を
回
想
さ
せ
る
仕
掛
け
と
考
え

て
良
い
だ
ろ
う
。
じ
つ
は
こ
れ
ら
の
小
道
具
は
、
す
で
に
渡
辺
の
息
子
夫
婦
や
喜
一
が
会
話
し
て
い
る
場
面
か
ら
中
央
上
方
に
映
り
込
ん
で

お
り
、
目
立
つ
よ
う
に
兎
の
玩
具
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
（
図
１：
シ
ー
ン
一
四
一
）、
そ
れ
に
気
づ
く
人
は
少
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
た
め
そ
の
直
後
に
こ
う
し
た
シ
ョ
ッ
ト
を
挟
み
込
む
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
小
道
具
の
重
要
性
が
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る

― ３２９ ― 黒澤明『生きる』における「ゴンドラの唄」



の
で
あ
る
�
。
こ
の
目
覚
ま
し

時
計
と
表
彰
状
は
、
胃
癌
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
夜
、
渡
辺
が

床
に
つ
く
場
面
（
シ
ー
ン
五

四
）
で
す
で
に
一
度
映
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
い
つ
も
の

習
慣
で
目
覚
ま
し
時
計
の
ネ
ジ

を
巻
い
て
い
る
う
ち
に
悲
し
み

に
襲
わ
れ
、
布
団
に
潜
り
込
ん
で
泣
く
渡
辺
が
映
さ
れ
た
後
、
そ
の

渡
辺
の
頭
上
に
飾
ら
れ
た
表
彰
状
が
大
写
し
で
映
さ
れ
る
の
で
あ

る
�
。
シ
ー
ン
一
九
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
あ
と
一
ヵ
月
で
三
〇

年
間
の
無
欠
勤
記
録
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
渡
辺
は
、
こ
の

日
か
ら
無
断
欠
勤
を
し
始
め
、
機
械
的
な
日
常
生
活
に
ピ
リ
オ
ド
を

打
つ
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
目
覚
ま
し
時
計
と
表
彰
状
は
、
た
だ
惰

性
で
過
ご
し
て
き
た
時
の
長
さ
を
示
す
小
道
具
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
�
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ー
ン
一
四
一
で
兎
の
玩
具
が
表
彰
状

や
目
覚
ま
し
時
計
の
前
面
に
置
か
れ
る
際
、
小
田
切
か
ら
受
け
取
っ

た
そ
の
玩
具
は
、
無
為
な
生
活
を
一
変
さ
せ
た
き
っ
か
け
と
し
て
強

調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
脚
本
に
は
「
廊
下
の
片
隅
に
、
通

図 1 シーン 141より

図 2 シーン 141より
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夜
の
席
を
こ
し
ら
え
る
た
め
に
、
渡
辺
の
部
屋
か
ら
運
び
出
し
た
、
も
ろ
も
ろ
の
ガ
ラ
ク
タ
道
具
が
積
上
げ
て
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
、
ゴ
ミ

に
半
分
埋
も
れ
な
が
ら
顔
を
出
し
て
い
る
兎
の
玩
具
」
と
い
う
ト
書
き
が
付
け
ら
れ
て
お
り
�
、
故
人
の
勤
続
二
五
年
を
表
彰
し
た
賞
状
ま

で
も
が
、
遺
族
に
と
っ
て
「
ガ
ラ
ク
タ
道
具
」
な
い
し
「
ゴ
ミ
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
兎
の
玩
具
も
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
遺
族
や
部
下
た
ち
に
は
知
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
渡
辺
と
小
田
切
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
渡
辺
亡
き
後
、
回
想
シ
ー
ン
と
し
て
小
田
切
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
表
面
的
に
は
小
田
切
の
存
在
が
忘
れ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
存
在
の
大
き
さ
は
周
到
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
映
画
に
は
、
渡
辺
の
左
の
ブ
ラ
ン
コ
に
小
田
切
が
乗
っ
て
い
る
情
景
を
と
ら
え
た
ス
チ
ー
ル
写
真
が

複
数
枚
あ
る
（
そ
の
う
ち
の
一
枚
が
図
３
）。
こ
の
映
画
の
制
作
宣
伝
を
担
当
し
た
道
江
達
夫
は
「
黒
澤
明
は
一
枚
の
ス
チ
ー
ル
、
一
片
の

ポ
ス
タ
ー
と
雖
も
自
分
の
作
品
の
一
部
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
実
際
の
映
画
で
は
映
さ
れ
な
い
こ
の
情
景
も
黒
澤
自
身
の
意
図

に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
�
。
親
密
な
時
期
に
は
常
に
小
田
切
が
渡
辺
の
左
に
連
れ
添
っ
て
い
た
こ
と
を
も
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
無
人
の
左
の
ブ
ラ
ン
コ
に
小
田
切
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
ブ
ラ
ン
コ
の
上
で
渡
辺
が
歌
う
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
は
、
新
た
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
カ
フ

ェ
ー
で
涙
な
が
ら
に
歌
わ
れ
る
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
の
が
「
生
命
短
か

し
」
や
「
明
日
と
い
う
日
の

無
い
も
の
を
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ブ
ラ
ン
コ
の
上
で
歌
わ
れ

る
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
に
お
い
て
は
、「
乙
女
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、「
乙
女
」
の
若
い
生
を
寿
ぐ
と
い
う
、「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
が
本
来
も
っ

て
い
た
内
容
が
取
り
戻
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
も
歌
わ
れ
る
の
は
一
番
の
み
で
、「
乙
女
」
を
直
接
誘
惑
す
る
よ
う
な
意
味
合
い
は

な
い
。
む
し
ろ
渡
辺
は
、
若
い
小
田
切
が
こ
れ
か
ら
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
恋
愛
を
思
い
、
も
は
や

図 3 『生きる』のスチール
写真の一つ
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会
う
こ
と
も
な
い
小
田
切
の
幸
せ
を
願
っ
て
、
誰
か
似
合
い
の
青
年
に
「
恋
せ
よ
」
と
口
ず
さ
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
田
切
が
誰
か
に
恋
を
し
て
い
る
よ
う
な
素
振
り
は
作
品
中
で
ま
っ

た
く
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
渡
辺
と
小
田
切
と
が
最
後
に
会
っ
た
喫
茶
店
で
は
、
寄
り
添
い
合
う
恋
人

た
ち
を
前
景
に
配
置
し
、
そ
れ
を
中
景
か
ら
小
田
切
が
見
て
い
る
情
景
も
映
さ
れ
て
い
る
（
図
４：

シ
ー
ン
一
〇
二
）。
後
景
で
も
若
い
男
女
が
楽
し
げ
に
語
ら
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
挟
ま
れ
た
小
田

切
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
老
人
に
つ
き
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
、
終
始
不
機
嫌
で
あ
る
。
そ
の

場
面
で
「
わ
し
は
…
君
と
…
こ
う
や
っ
て
る
と
…
楽
し
い
か
ら
…
」
と
語
る
渡
辺
に
対
し
、
小
田
切

は
「
老
い
ら
く
の
恋
？
…
だ
っ
た
ら
お
断
り
よ
」
と
、
渡
辺
自
身
と
の
恋
愛
関
係
を
拒
絶
し
て
い

る
�
。
こ
れ
ら
の
伏
線
を
ふ
ま
え
て
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
で
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
が
歌
わ
れ
、
同
じ
歌

詞
の
ま
ま
に
意
味
合
い
を
変
え
て
、
い
わ
ゆ
る
「
老
い
ら
く
の
恋
」
で
は
な
い
渡
辺
の
深
い
愛
情
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
渡
辺
が
死
の
間

際
に
楽
し
げ
に
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
を
歌
う
姿
は
、
こ
う
し
た
小
田
切
と
の
関
係
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

結

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
よ
う
。『
生
き
る
』
の
ブ
ラ
ン
コ
の
場
面
に
お
い
て
、
な
ぜ
こ
こ
で
渡
辺
が
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
を
楽
し
げ
に
歌

え
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
一
度
は
涙
な
が
ら
に
歌
わ
れ
、
命
の
は
か
な
さ
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
歌
で

も
あ
る
だ
け
に
、
公
園
造
成
が
成
功
し
た
満
足
感
だ
け
で
は
、
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
十
分
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
そ
の
理
由
は
、
渡

辺
が
小
田
切
を
回
想
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
で
歌
わ
れ
る
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
は
、
死
の
悲
し
み
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
く
、
生
き
る
こ
と
を
自
分
に
教
え
て
く
れ
た
小
田
切
へ
の
愛
情
に
満
ち
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

図 4 シーン 102より
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註�

台
詞
の
表
記
と
シ
ー
ン
の
数
は
『
全
集
黒
澤
明

第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
四
七
│
二
〇
一
頁
所
収
の
脚
本
を
参
照
す
る
。
た
だ
し

脚
本
と
実
際
の
台
詞
と
が
異
な
る
場
合
は
、
脚
本
の
表
記
を
参
照
し
つ
つ
台
詞
の
ほ
う
を
記
述
す
る
。

�

脚
本
の
シ
ー
ン
六
七
で
は
「
生
命
短
か
し

恋
せ
よ
乙
女
」
以
降
の
歌
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
シ
ー
ン
一
三
九
の
表
記
を
参
照
し
た
。
も
と

の
歌
の
歌
詞
は
「
明
日
の
月
日
の
な
い
も
の
を
」
で
あ
る
（
本
稿
第
二
章
参
照
）。

�
『
吉
村
英
夫
講
義
録

黒
澤
明
を
観
る

民
の
論
理
と
ス
ー
パ
ー
マ
ン
』
草
の
根
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六
八
頁
。

�

そ
も
そ
も
西
行
は
、
渡
辺
の
よ
う
に
死
期
を
悟
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
「
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
釈
迦
の
命
日
頃
に
死
に
た
い
」
と
い
う
希

望
を
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
適
切
な
比
較
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
。

�

こ
の
歌
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
長
編
小
説
『
そ
の
前
夜
』
を
脚
色
し
た
同
名
の
劇
の
劇
中
歌
と
し
て
作
ら
れ
た
。
歌
詞
は
森
�
外
訳
の
ア
ン
デ
ル
セ

ン
『
即
興
詩
人
』「
妄
想
」
の
章
で
歌
わ
れ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
舟
歌
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、
相
沢
直
樹
『
甦
る
「
ゴ
ン
ド
ラ
の

唄
」』
新
曜
社
、
二
〇
一
二
年
参
照
。

�

表
記
は
、
相
沢
直
樹
「『
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
』
考
」、『
山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）』
第
一
六
巻
三
号
、
二
〇
〇
八
年
、
一
│
三
一
頁
（
一
一
八
│
八

八
頁
）
の
四
頁
（
一
一
五
頁
）
に
挙
げ
ら
れ
た
「
楠
山
脚
本
」
に
従
う
。

�

前
掲
『
全
集
黒
澤
明

第
三
巻
』
一
六
四
頁
。

	
『
生
き
る
』
に
用
い
ら
れ
た
底
本
は
定
か
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
そ
の
映
画
の
四
年
前
に
出
版
さ
れ
た
櫻
井
政
隆
訳
の
『
全
譯
フ
ア
ウ
ス
ト
』、
大

東
出
版
社
、
昭
和
二
三
年
を
用
い
、
適
宜
行
数
を
示
す
。




フ
ァ
ウ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
あ
の
山
に
沿
う
た
處
に
沼
が
あ
つ
て
、
／
こ
れ
ま
で
開
墾
し
た
所
に
毒
瓦
斯
を
か
け
る
。
／
あ
の
腐
れ

水
の
流
れ
口
を
つ
け
る
の
が
、
／
最
後
の
仕
事
で
あ
り
、
最
高
の
仕
事
で
も
あ
る
」（
一
一
五
五
九
│
一
一
五
六
二
）。

�

市
民
課
の
窓
口
で
、
お
か
み
さ
ん
た
ち
は
口
々
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ウ
チ
の
子
供
な
ん
か
皮
膚
が
弱
い
も
ん
で
す
か
ら
ね
、
そ
の
水
に
か

ぶ
れ
て
身
体
中
変
な
ブ
ツ
ブ
ツ
が
出
来
た
ん
で
す
よ
」、「
そ
れ
に
ね
え
、
蚊
の
多
い
っ
た
ら
」、「
第
一
、
臭
く
っ
て
ね
え
」、「
な
ん
と
か
な
ら
な
い

ん
で
す
か
ね
え
、
あ
す
こ
埋
立
て
れ
ば
立
派
な
子
供
の
遊
び
場
が
出
来
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
…
」（
シ
ー
ン
三
）。
た
だ
し
共
同
脚
本
を
書
い
て
い
た

小
国
英
雄
に
相
談
さ
れ
た
友
人
が
、
東
京
市
役
所
の
公
園
課
予
算
主
任
だ
っ
た
体
験
を
ふ
ま
え
、
主
人
公
が
沼
地
を
埋
め
て
公
園
を
作
る
役
所
の
職

員
と
す
る
設
定
を
提
言
し
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
（
阿
部
嘉
典
『「
映
画
を
愛
し
た
二
人
」
黒
澤
明

三
船
敏
郎
』
報
知
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
、
七

八
│
七
九
頁
）。
ま
た
映
画
製
作
中
に
発
表
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
（『
映
画
フ
ァ
ン
』
一
九
五
二
年
四
月
号
）
で
は
、
小
説
家
も
登
場
し
な
い
と
い
う

― ３３３ ― 黒澤明『生きる』における「ゴンドラの唄」



（
都
築
政
昭
『
黒
澤
明
と
「
生
き
る
」
│
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
・
心
に
響
く
人
間
の
尊
厳
』
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、
二
〇
〇
三
年
、
八
二
│
八
五
頁
）。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
沼
地
が
有
害
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
初
期
構
想
の
後
に
設
定
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

�

西
洋
文
学
の
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
は
、
黒
澤
映
画
に
珍
し
く
は
な
い
。『
白
痴
』（
一
九
五
一
年
、
原
作
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
白
痴
』）、『
蜘

蛛
巣
城
』（
一
九
五
七
年
、
原
作
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
マ
ク
ベ
ス
』）、『
乱
』（
一
九
八
五
年
、
原
作
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』）
が
、

そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。『
生
き
る
』
の
脚
本
執
筆
に
携
わ
っ
た
小
国
英
雄
は
、
一
年
し
か
生
き
ら
れ
な
い
男
の
話
を
作
ろ
う
と
い
う
黒
澤
の

構
想
を
聞
か
さ
れ
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
イ
ワ
ン
・
イ
リ
ッ
チ
の
死
』
を
連
想
し
た
と
い
う
が
（『
黒
澤
明
を
語
る
人
々
』
黒
澤
明
研
究
会
編
、
朝
日
ソ

ノ
ラ
マ
、
二
〇
〇
四
年
、
三
六
頁
）、
そ
れ
だ
け
に
還
元
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

�

小
説
家
が
マ
ダ
ム
に
向
か
っ
て
「
こ
の
人
は
胃
癌
と
い
う
十
字
架
を
背
負
っ
た
キ
リ
ス
ト
だ
」
と
告
げ
る
の
で
あ
る
（
シ
ー
ン
六
五
）。
こ
の
台
詞

は
、
渡
辺
が
医
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
ら
の
胃
癌
の
こ
と
を
知
る
瞬
間
、
渡
辺
の
背
に
窓
の
桟
の
影
が
十
字
形
に
よ
ぎ
る
照
明
と
対
応
し
て
い
る
だ

ろ
う
（
シ
ー
ン
二
二
）。
そ
の
背
後
の
医
師
な
ど
に
影
が
落
ち
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
照
明
が
意
図
的
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

�

こ
こ
で
は
警
官
が
届
け
て
く
れ
た
渡
辺
の
帽
子
も
息
子
の
手
に
あ
り
、
こ
の
映
画
の
重
要
な
小
道
具
が
画
面
中
央
縦
一
列
に
集
結
し
て
い
る
。
前
掲

『
甦
る
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」』
に
も
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
（
二
二
七
│
二
二
八
頁
）、
こ
の
派
手
な
帽
子
は
、
夜
の
街
で
帽
子
を
失
っ
た
渡
辺
が
「
貴
方

の
古
い
頭
を
切
換
え
る
た
め
に
も
ね
、
新
し
い
帽
子
を
買
っ
た
方
が
い
い
で
す
」
と
い
う
小
説
家
の
助
言
に
従
っ
て
買
っ
た
も
の
で
（
シ
ー
ン
六

四
）、
以
後
、
渡
辺
は
こ
の
帽
子
を
か
ぶ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

�

こ
の
シ
ー
ン
五
四
で
は
、
懐
中
時
計
と
目
覚
ま
し
時
計
を
セ
ッ
ト
し
て
い
る
が
、
映
画
冒
頭
の
シ
ー
ン
二
で
は
そ
の
懐
中
時
計
を
仕
事
中
に
渡
辺
が

見
て
お
り
、
続
く
シ
ー
ン
三
で
再
び
懐
中
時
計
を
見
た
直
後
、「
彼
は
時
間
を
つ
ぶ
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
…
彼
に
は
生
き
た
時
間
が
な
い
」
と
い
う

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
か
ぶ
せ
ら
れ
る
。

�

シ
ー
ン
七
七
で
は
、
こ
の
表
彰
状
を
見
た
小
田
切
が
「
あ
ん
な
と
こ
で
三
十
年
…
私
、
考
え
た
だ
け
で
死
に
そ
う
だ
わ
」
と
述
べ
、
渡
辺
も
、「
近

頃
、
わ
し
は
…
あ
れ
を
見
る
度
に
…
何
時
か
、
君
が
読
ん
だ
笑
い
話
を
そ
の
…
い
や
い
や
…
あ
れ
は
…
そ
の
…
全
く
…
本
当
だ
」
と
答
え
て
い
る
。

渡
辺
が
思
い
出
す
「
笑
い
話
」
と
は
、
シ
ー
ン
三
で
小
田
切
が
市
民
課
の
人
々
の
前
で
読
み
上
げ
た
も
の
で
、「�
君
、
一
度
も
休
暇
を
と
ら
な
い
ん

だ
っ
て
ね
��
う
ん
��
君
が
い
な
い
と
、
役
所
が
困
る
っ
て
わ
け
か
��
い
や
、
ぼ
く
が
い
な
く
て
も
、
役
所
で
は
全
然
困
ら
ん
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
ち
ゃ
う
と
、
困
る
ん
で
ね
�」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

�

前
掲
『
全
集
黒
澤
明

第
三
巻
』
一
九
九
頁
。

	

道
江
達
夫
『
昭
和
芸
能
秘
録
│
東
宝
宣
伝
マ
ン
の
歩
ん
だ
道
』
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
、
一
七
二
頁
。

黒澤明『生きる』における「ゴンドラの唄」 ― ３３４ ―



�

こ
の
映
画
で
「
恋
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
小
田
切
の
台
詞
と
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
の
歌
詞
の
み
で
あ
る
。

― ３３５ ― 黒澤明『生きる』における「ゴンドラの唄」




