
寧
温
『
北
京
好
日
』

　
　
－
あ
る
い
は
映
画
の
見
方
に
つ
い
て
Ｉ

阿
頼
耶
　
順
　
宏

　
　
　
　
　
　
一

　
わ
た
し
は
中
国
の
街
の
雑
踏
が
好
き
だ
。
今
ま
で
に
五
十
余
り

の
都
市
を
訪
ね
た
が
、
自
分
も
そ
の
中
の
ひ
と
り
に
な
っ
て
、
見

知
ら
ぬ
中
国
の
人
び
と
と
肩
も
触
れ
合
う
ば
か
り
に
し
て
、
歩
い

て
い
る
だ
け
で
、
胸
が
わ
く
わ
く
し
て
く
る
。

　
大
き
な
通
り
で
は
、
歩
く
道
と
、
車
や
自
転
車
の
走
る
道
と
は
、

も
ち
ろ
ん
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
朝
早
く
と
夕
方
の
、
出
勤
・
退

勤
時
の
自
転
車
の
大
群
に
は
圧
倒
さ
れ
る
。
ど
こ
か
ら
こ
れ
だ
け

現
れ
る
の
か
、
ま
る
で
。
湧
い
た
”
よ
う
に
出
現
し
、
道
を
埋
め

つ
く
し
た
自
転
車
が
、
一
定
の
ス
ピ
ー
ド
で
移
動
し
て
い
く
様
は
、

感
動
的
で
さ
え
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
大
河
の
。
流
れ
”
で
あ
り
、

先
を
急
ご
う
と
す
る
人
は
い
な
い
。
。
流
れ
”
　
に
身
を
ま
か
せ
、

無
心
に
ペ
ダ
ル
を
踏
む
だ
け
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
時
に
そ
れ
は
、
バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
の
通
る
方
に
ふ
く
れ
あ
が
っ

て
ゆ
く
こ
と
も
あ
る
が
、
車
が
近
づ
く
と
、
自
然
に
も
と
の
幅
に

縮
ん
で
ゆ
き
、
大
き
な
混
乱
は
な
い
。
十
字
路
な
ど
で
は
、
そ
の

流
れ
に
荷
車
や
リ
ヤ
カ
ー
、
手
押
し
の
車
な
ど
ま
で
混
ざ
っ
て
、

停
滞
す
る
こ
と
も
起
こ
る
。
バ
ス
の
警
笛
と
、
窓
か
ら
身
を
出
し

て
大
声
で
ど
な
る
女
車
掌
の
声
に
も
、
道
行
く
人
び
と
は
あ
わ
て

な
い
。
中
国
の
い
ろ
い
ろ
な
所
で
み
ら
れ
る
。
混
沌
”
の
中
の
見

事
な
。
統
ア
で
あ
る
。

　
張
芸
謀
監
督
の
『
秋
菊
打
官
司
（
秋
菊
の
物
語
）
』
の
フ
。
Ｉ
ス

ト
ー
シ
ー
ン
は
、
こ
の
。
雑
踏
”
を
、
真
正
面
か
ら
隠
し
カ
メ
ラ

で
と
ら
え
て
い
た
。
こ
こ
で
も
人
び
と
は
、
一
定
の
速
さ
を
保
ち

な
が
ら
、
ま
じ
め
な
顔
で
歩
い
て
い
る
。
そ
の
人
ご
み
の
中
か
ら

主
演
女
優
の
常
俐
（
コ
ン
ー
リ
ー
）
が
、
マ
フ
ラ
ー
を
頬
被
り
の

よ
う
に
し
て
、
着
ふ
く
れ
た
田
舎
女
の
格
好
で
歩
い
て
く
る
Ｉ
。

　
映
画
『
枚
楽
（
北
京
好
日
）
』
の
最
初
の
シ
ー
ン
も
、
。
雑
踏
”

で
あ
る
。
北
京
の
前
門
街
の
大
通
り
ら
し
い
商
店
街
。
屋
台
の
店

も
立
ち
並
ぶ
道
を
往
き
交
う
人
び
と
の
群
れ
が
、
今
度
は
移
動
撮

影
で
横
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
。
画
面
が
や
や
揺
れ
る
の
が
、
お
も

し
ろ
か
っ
た
が
、
こ
こ
は
カ
メ
ラ
を
の
せ
た
リ
ヤ
カ
ー
に
自
転
車

を
つ
け
て
撮
影
し
た
の
だ
と
い
う
。
屋
台
や
商
店
、
街
路
樹
、
看

板
な
ど
、
伝
統
的
な
街
の
雰
囲
気
の
中
に
、
新
し
い
外
資
系
の
軽
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食
店
ら
し
い
も
の
も
映
る
。
明
ら
か
に
北
京
の
現
代
の
情
景
が
展

開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
文
革
」
の
十
年
間
に
及
ん
だ
空
白
の
後
、
一
九
八
〇
年
代
か

ら
の
中
国
映
画
界
は
、
個
性
あ
ふ
れ
る
新
し
い
作
品
を
次
々
に
発

表
し
て
、
世
界
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た

の
が
、
陳
凱
歌
、
張
芸
謀
、
田
壮
壮
、
夏
剛
、
呉
子
牛
ら
、
い
わ

ゆ
る
「
第
五
世
代
」
の
監
督
た
ち
で
、
い
ず
れ
も
一
九
七
八
年
、

再
開
さ
れ
た
北
京
電
影
学
院
一
期
生
と
し
て
入
学
し
た
人
び
と
で

あ
る
。
女
性
監
督
の
李
少
紅
も
、
彼
ら
と
同
期
に
入
学
し
て
お
り
、

監
督
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
は
や
や
遅
れ
た
が
、
『
血
色
清
晨
（
血

祭
り
の
朝
）
』
（
9
0
年
）
、
『
四
十
不
惑
』
（
9
1
年
）
と
い
っ
た
作
品
を

発
表
し
て
、
「
第
五
世
代
」
監
督
が
ま
だ
い
た
こ
と
で
、
わ
れ
わ

れ
を
驚
か
せ
た
。

　
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
『
北
京
好
日
』
を
監
督
し
た
女
性
、

寧
漉
（
ニ
ン
ー
イ
ン
）
も
七
八
年
に
北
京
電
影
学
院
に
入
学
し
た

同
期
生
で
あ
る
。
苦
難
の
「
文
革
」
期
を
経
た
世
代
が
、
い
ま
そ

の
千
不
ル
ギ
ー
を
完
全
燃
焼
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
世
代
の
俊
秀
が

競
い
合
っ
て
、
中
国
映
画
界
に
か
つ
て
見
ぬ
活
力
を
注
入
し
て
い

る
Ｉ
ま
だ
こ
ん
な
、
す
ご
い
の
が
残
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
、

こ
の
映
画
を
見
た
あ
と
の
わ
た
し
の
率
直
な
感
想
で
あ
っ
た
。

　
寧
漉
は
一
九
五
九
年
生
ま
れ
、
幼
時
か
ら
バ
イ
オ
リ
ン
を
学
び
、

音
楽
家
を
夢
み
て
い
た
と
い
う
彼
女
は
、
「
文
革
」
の
あ
と
再
開

さ
れ
た
北
京
電
影
学
院
録
音
科
に
入
学
し
た
。
同
期
生
だ
っ
た
他

の
「
第
五
世
代
」
監
督
だ
ち
と
違
う
の
は
、
在
学
中
に
国
費
留
学

生
試
験
に
合
格
し
て
、
八
一
年
か
ら
イ
タ
リ
ア
に
留
学
し
た
こ
と

で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
実
験
映
画
セ
ン
タ
ー
（
チ
ェ
ン
ト
ロ
）
で
、

編
集
科
四
年
、
監
督
科
三
年
の
七
年
間
を
学
び
、
そ
の
間
、
八
五

年
に
は
ベ
ル
ナ
ル
ド
ー
ベ
ル
ト
リ
ッ
チ
監
督
の
も
と
で
、
『
ラ
ス

ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
』
の
助
監
督
も
つ
と
め
て
い
る
。
今
度
の
映
画

『
北
京
好
日
』
全
体
に
み
ら
れ
る
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
タ
。

チ
の
映
画
づ
く
り
の
手
法
は
、
こ
う
し
た
経
験
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
に
違
い
な
い
。

　
八
七
年
に
帰
国
す
る
と
、
北
京
映
画
製
作
所
に
所
属
、
監
督
第

一
作
が
『
有
人
偏
偏
愛
上
我
』
（
9
1
年
）
で
、
こ
れ
は
ビ
リ
ー
・

ワ
イ
ル
ダ
ー
監
督
が
マ
リ
リ
ン
ー
モ
ン
ロ
ー
主
演
で
撮
っ
た
コ
メ

デ
ィ
『
お
熱
い
の
が
お
好
き
』
の
中
国
版
で
あ
っ
た
。
第
二
作
が

こ
の
『
北
京
好
日
』
（
9
2
年
）
で
、
九
二
年
度
の
広
西
省
桂
林
で

の
第
一
回
中
国
金
鶏
百
花
賞
映
画
祭
で
上
映
さ
れ
た
。
翌
九
三
年

に
は
香
港
映
画
祭
の
オ
ー
プ
ユ
ン
グ
作
品
に
選
ば
れ
、
ベ
ル
リ
ン

国
際
映
画
祭
特
別
栄
誉
賞
、
東
京
国
際
映
画
祭
ヤ
ン
グ
シ
ネ
マ
ー

ゴ
ー
ル
ド
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
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二

　
『
北
京
好
日
』
は
、
日
本
公
開
時
の
題
名
で
、
。
中
国
映
画
祭

9
3
”
で
の
上
映
作
品
と
し
て
選
ば
れ
た
六
本
の
映
画
の
中
の
一
本

で
あ
る
。
九
三
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
他
の
五
本
の

作
品
と
と
も
に
、
広
島
、
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
の
各
地
で
前
後

し
て
公
開
さ
れ
た
。
中
国
映
画
が
各
撮
影
所
で
独
立
採
算
制
で
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
香
港
、
台
湾
、
日
本
と
の
合
作
が

盛
ん
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
映
画
も
北
京
映
画
製
作
所
と
香
港

万
科
影
視
有
限
公
司
の
合
作
で
あ
る
。

　
中
国
で
の
原
題
『
我
楽
』
（
デ
ャ
オ
ロ
ー
）
は
、
楽
し
み
を
さ
が

す
、
慰
み
を
求
め
る
意
、
英
語
の
題
名
は
。
哨
〇
力
『
に
弓
と

な
っ
て
い
る
。

　
原
作
は
陳
建
功
（
チ
ェ
ン
ー
チ
ェ
ン
ク
ン
）
の
同
名
の
小
説
。
陳

建
功
は
四
九
年
生
ま
れ
の
小
説
家
で
、
短
編
・
中
編
に
す
ぐ
れ
、

「
丹
鳳
眼
」
で
八
〇
年
の
北
京
文
学
賞
と
全
国
優
秀
短
編
小
説
賞

を
受
賞
し
て
い
る
。
中
国
作
家
協
会
北
京
分
会
理
事
に
も
選
ば
れ

て
い
る
。
退
職
し
た
老
人
た
ち
を
中
心
に
、
素
人
芝
居
を
楽
し
む

人
び
と
を
描
い
た
こ
の
小
説
は
、
北
京
の
片
隅
に
生
き
る
人
び
と

を
暖
か
い
眼
で
見
つ
め
た
も
の
で
、
し
み
じ
み
と
し
た
味
の
あ
る

作
品
と
な
っ
て
い
る
。

　
中
国
語
に
「
票
友
」
（
ピ
ャ
オ
ヨ
ウ
）
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。

仕
事
の
余
暇
を
利
用
し
て
京
劇
を
練
習
し
、
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば

上
演
も
し
て
み
た
い
と
い
う
素
人
役
者
の
こ
と
で
あ
る
。
「
票
友

下
海
、
也
算
在
内
」
（
「
票
友
」
も
役
者
の
中
に
か
ぞ
え
る
）
と
い
う

の
は
、
大
物
の
中
に
小
物
が
入
り
ま
じ
る
た
と
え
で
、
日
本
で
い

う
「
雑
魚
の
と
と
ま
じ
り
」
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

　
と
も
か
く
、
『
北
京
好
日
』
に
登
場
す
る
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が

「
票
友
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
猛
烈
な
「
戯
迷
」
（
芝
居
好
き
）

と
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
び
と
で
構
成
さ
れ
る
社
会
を
、
こ
の

映
画
は
正
面
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
北
京
に
は
、
北
京
独
特

の
に
お
い
か
お
り
、
そ
こ
の
住
人
た
ち
の
発
散
す
る
独
特
の
人
間

臭
さ
か
お
る
。
そ
し
て
、
一
度
で
も
こ
の
古
い
街
に
住
ん
だ
人
な

ら
、
そ
れ
が
た
ま
ら
な
い
魅
力
と
な
り
、
。
北
京
恋
い
”
と
も
い

え
る
郷
愁
に
か
き
た
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
激
し
い
社
会
の
流

れ
に
押
し
流
さ
れ
よ
う
と
し
、
消
え
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
で
い

て
、
し
か
も
、
Ａ
び
と
の
暮
ら
し
の
中
に
今
な
お
息
づ
く
　
。
伝

統
”
の
世
界
に
、
わ
れ
わ
れ
は
惹
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
ず
映
画
の
舞
台
と
な
る
の
は
、
珠
市
口
劇
院
－
天
安
門
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広
場
を
南
に
進
む
と
、
前
門
大
街
の
通
り
に
出
る
。
そ
れ
を
横

切
っ
て
さ
ら
に
南
に
歩
い
て
い
く
と
、
珠
市
口
大
街
に
出
る
。
こ

の
通
り
に
あ
る
芝
居
小
屋
で
あ
る
。
こ
こ
の
管
理
人
と
し
て
四
十

年
勤
め
あ
げ
た
の
が
主
人
公
の
韓
（
ハ
ン
）
じ
い
さ
ん
で
あ
る
。

翌
日
が
退
職
と
い
う
前
の
晩
も
、
例
に
よ
っ
て
舞
台
裏
で
火
活
躍

し
て
い
る
。
慣
れ
ず
に
も
た
つ
く
役
者
に
指
図
し
、
大
道
具
を
後

ろ
か
ら
手
で
支
え
た
り
し
て
、
汗
び
っ
し
ょ
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
翌
朝
、
長
年
住
み
慣
れ
た
職
場
で
、
新
聞
や
郵
便
物
の
取
扱
い

か
た
な
ど
、
こ
ま
ご
ま
と
指
示
す
る
の
だ
が
、
後
任
の
男
は
、
こ

の
仕
事
に
身
を
入
れ
る
気
は
な
い
ら
し
い
。
手
回
り
の
荷
物
を
車

に
積
ん
で
、
韓
じ
い
さ
ん
は
、
ひ
と
り
住
居
の
自
宅
に
も
ど
る
。

妻
は
早
く
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

　
次
の
日
、
韓
じ
い
さ
ん
は
、
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
町
に
出
る
。

足
の
向
く
ま
ま
に
歩
い
て
い
く
と
、
自
然
と
も
と
の
職
場
、
珠
市

口
劇
院
に
来
て
し
ま
う
。
さ
て
、
何
の
用
も
な
し
。
ま
た
、
ぶ
ら

ぶ
ら
歩
く
う
ち
、
女
湯
を
の
ぞ
く
知
恵
遅
れ
の
少
年
、
何
明

（
ホ
ー
・
ミ
ン
）
を
見
つ
け
る
。
伸
び
上
が
っ
て
、
開
い
た
窓
か
ら

中
を
の
ぞ
こ
う
と
す
る
少
年
と
、
の
ぞ
か
せ
ま
い
と
し
て
韓
じ
い

さ
ん
の
閉
め
た
窓
の
戸
が
、
ひ
と
り
で
に
開
い
て
く
る
の
を
、
何

回
も
押
さ
え
に
行
く
韓
じ
い
さ
ん
の
、
真
面
目
く
さ
っ
た
顔
が
お

か
し
い
。

　
公
園
の
片
隅
で
、
定
年
退
職
し
た
老
人
が
、
胡
弓
を
ひ
い
た
り
、

京
劇
の
せ
り
ふ
の
一
節
を
唱
っ
た
り
し
て
い
る
。
女
形
の
声
色
や

し
ぐ
さ
が
で
き
て
、
得
意
な
人
も
い
る
が
、
そ
れ
を
囲
む
観
客
の

中
に
は
、
か
な
り
う
る
さ
い
素
人
評
論
家
も
い
る
。
テ
ン
ポ
が
遅

れ
た
だ
の
、
節
回
し
が
違
っ
た
だ
の
と
、
い
ち
い
ち
ロ
を
出
し
、

ぶ
つ
ぶ
つ
文
句
を
い
う
の
で
、
口
論
が
始
ま
っ
た
り
す
る
。

　
初
め
の
う
ち
は
、
そ
ば
で
見
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
韓
じ
い
さ
ん

も
、
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
獣
一
っ
て
引
込
ん
で
い
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
劇
場
勤
め
四
十
年
の
キ
ャ
リ
ア
が
も
の
を
い
う
。
し
か

も
、
笑
顔
を
み
せ
ぬ
韓
じ
い
さ
ん
の
こ
と
ば
に
は
、
重
み
か
お
る
。

日
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
韓
じ
い
さ
ん
は
、
こ
の
芝
居
愛
好
家
グ

ル
ー
プ
の
中
で
、
一
目
お
か
れ
る
存
在
と
な
る
。
も
め
ご
と
の
仲

裁
役
、
意
見
の
調
整
役
と
し
て
の
自
分
に
、
韓
じ
い
さ
ん
は
新
し

い
生
き
が
い
を
発
見
す
る
。

　
秋
－
冷
た
い
風
が
吹
き
は
じ
め
る
と
、
老
人
た
ち
は
例
の

場
所
に
集
ま
っ
て
こ
な
く
な
る
。
吹
き
っ
さ
ら
し
の
街
頭
で
、
寒

さ
が
こ
た
え
る
か
ら
だ
。
韓
じ
い
さ
ん
は
、
市
当
局
と
か
け
あ
っ

て
、
市
の
建
物
の
一
部
屋
を
借
り
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
「
交
道

口
老
人
京
劇
活
動
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
が
誕
生
し
、
そ
の
功
績
に

よ
っ
て
、
韓
じ
い
さ
ん
は
こ
こ
の
主
任
に
選
ば
れ
る
。

　
韓
じ
い
さ
ん
は
、
世
話
役
に
徹
し
よ
う
と
し
、
ス
ト
ー
ブ
の
火

-
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の
世
話
や
、
湯
沸
か
し
の
接
待
な
ど
で
忙
し
く
動
き
回
る
。
し
か

し
、
町
の
祭
り
に
初
公
演
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
出
る
以
上
は
何

か
何
で
も
入
賞
さ
せ
た
い
と
い
う
熱
意
か
ら
、
韓
じ
い
さ
ん
の
団

員
に
対
す
る
態
度
が
厳
し
く
な
る
。
遅
刻
な
ど
し
よ
う
も
の
な
ら

大
目
玉
を
く
ら
う
こ
と
に
な
る
。

　
稽
古
を
つ
ん
だ
芝
居
の
晴
れ
の
舞
台
、
役
者
た
ち
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
そ
れ
以
上
に
韓
じ
い
さ
ん
は
緊
張
し
て
い
た
。
入
賞
に
は

完
璧
の
演
技
が
要
求
さ
れ
る
の
に
、
み
ん
な
メ
タ
メ
タ
で
、
い
ら

立
つ
韓
じ
い
さ
ん
の
出
す
指
示
に
、
余
計
に
も
た
つ
く
役
者
た
ち
。

上
演
は
散
々
な
失
敗
、
暗
い
夜
道
を
声
も
な
く
、
う
つ
む
い
て

帰
っ
て
い
く
人
び
と
。

　
再
び
稽
古
が
始
ま
る
。
熱
心
な
わ
り
に
は
、
せ
り
ふ
の
テ
ン
ポ

が
、
い
ま
ひ
と
つ
合
わ
な
い
董
（
ド
ン
）
じ
い
さ
ん
が
、
韓
じ
い

さ
ん
の
い
う
こ
と
を
聞
か
な
い
ば
か
り
か
、
「
劇
場
の
管
理
人
で

し
か
な
か
っ
た
く
せ
に
、
え
ら
そ
う
に
い
う
な
！
」
と
、
韓
じ
い

さ
ん
の
誇
り
を
踏
み
に
じ
っ
た
発
言
を
す
る
。
二
人
の
喧
嘩
に
、

そ
れ
ぞ
れ
敵
、
味
方
が
加
わ
っ
て
、
取
っ
組
み
合
い
の
大
騒
ぎ
と

な
る
。
そ
ん
な
中
で
、
オ
ー
バ
ー
の
ボ
タ
ン
が
と
れ
た
、
と
床
を

は
い
回
る
老
人
も
い
る
。
ば
あ
さ
ん
に
内
証
で
練
習
に
来
て
い
る

の
で
、
ボ
タ
ン
な
し
で
は
帰
れ
な
い
、
と
青
く
な
っ
て
い
る
お
か

　
韓
じ
い
さ
ん
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
仕
事
か
ら
身
を
ひ
く
こ
と

に
す
る
。
だ
が
、
そ
う
な
る
と
、
一
日
一
日
が
長
す
ぎ
て
、
ど
う

し
て
過
ご
し
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
Ｉ
。

　
陽
ざ
し
も
暖
か
く
な
り
、
公
園
の
片
隅
に
ま
た
集
ま
っ
て
き
た

老
人
た
ち
の
京
劇
を
う
た
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
あ
る
日
、
韓
じ

い
さ
ん
は
遂
に
、
も
う
一
度
、
仲
間
た
ち
の
と
こ
ろ
に
も
ど
る
決

心
を
し
、
み
ん
な
の
い
る
方
向
へ
足
を
ふ
み
出
そ
う
と
す
る
Ｉ

と
い
う
と
こ
ろ
で
画
面
は
停
止
し
、
映
画
は
終
る
。

　
　
　
　
　
三

　
こ
の
映
画
の
脚
本
は
、
監
督
の
寧
漉
か
、
姉
の
寧
岱
（
ニ
ン
ー

タ
イ
）
と
共
同
で
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
知
恵
遅
れ
の
少
年
、
何

明
は
、
原
作
の
小
説
に
は
登
場
し
な
い
人
物
で
あ
る
。
寧
温
か
事

前
の
取
材
の
た
め
に
、
北
京
市
内
の
老
人
ク
ラ
ブ
を
回
っ
た
と
き
、

ほ
と
ん
ど
の
老
人
ク
ラ
ブ
で
、
そ
の
地
区
に
生
ま
れ
た
障
害
を
も

つ
子
供
た
ち
が
、
老
人
た
ち
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
の
を
発

見
し
て
、
ど
う
し
て
も
映
画
に
入
れ
た
い
と
姉
を
説
得
し
た
の
だ

と
い
う
。

　
過
去
に
そ
う
い
う
子
供
の
役
を
演
じ
た
こ
と
の
あ
る
俳
優
を
使

う
こ
と
も
老
え
て
み
た
が
、
ど
う
し
て
も
。
演
技
”
臭
が
つ
よ
く
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な
る
の
で
、
実
際
に
ハ
ン
デ
ィ
を
も
つ
子
供
を
、
そ
の
ま
ま
カ
メ

ラ
で
と
ら
え
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
。
迫
真
の
演
技
”

で
な
い
。
そ
の
ま
ま
の
動
き
”
が
、
見
る
者
を
感
動
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
ほ
か
の
老
人
た
ち
の
た
め
に
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
駆
け
回
っ
て
、

細
か
い
と
こ
ろ
に
ま
で
気
を
配
る
韓
じ
い
さ
ん
は
、
好
人
物
な
の

だ
が
、
世
話
を
焼
き
す
ぎ
る
た
め
に
、
み
ん
な
か
ら
煙
た
が
ら
れ
、

う
る
さ
が
ら
れ
、
孤
独
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
韓
じ
い
さ
ん
が
、
こ
の
少
年
と
一
緒
に
銭
湯
に
行
く
場
面

が
あ
る
。
中
国
の
銭
湯
は
、
日
本
の
と
は
違
っ
て
、
体
を
洗
い
、

清
潔
に
す
る
た
め
だ
け
の
場
所
で
は
な
い
。
ゆ
っ
く
り
と
湯
に

使
っ
て
、
体
を
洗
っ
た
あ
と
は
、
浴
漕
の
隣
の
部
屋
の
ベ
ッ
ド
に

足
を
伸
ば
し
、
タ
オ
ル
を
腰
に
ま
き
つ
け
た
ま
ま
で
、
気
の
あ
っ

た
仲
間
同
志
で
、
の
ん
び
り
と
「
聊
聊
」
（
リ
ャ
オ
リ
ャ
オ
）
－

「
世
間
話
を
す
る
」
の
で
あ
る
。
湯
け
む
り
の
中
、
こ
こ
で
は
と

り
わ
け
時
間
の
流
れ
る
の
が
お
そ
い
。

　
韓
じ
い
さ
ん
が
珍
し
く
和
や
か
な
表
情
で
、
横
に
い
る
少
年
に

語
り
か
け
て
い
る
。
ど
う
と
い
う
こ
と
の
な
い
む
だ
話
で
あ
り
、

少
年
は
韓
じ
い
さ
ん
の
方
に
顔
を
向
け
、
大
き
く
う
な
ず
い
て
は
、

た
だ
老
人
の
言
っ
た
こ
と
ば
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ

を
見
な
が
ら
、
わ
た
し
は
涙
が
あ
ふ
れ
て
き
て
、
ど
う
し
よ
う
も

な
か
っ
た
。
人
間
の
心
と
心
が
、
し
っ
か
り
と
結
び
つ
い
た
美
し

い
シ
ー
ン
、
『
北
京
好
日
』
の
こ
の
場
面
の
鮮
烈
な
印
象
は
、
お

そ
ら
く
い
つ
ま
で
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
初
公
演
の
晴
れ
舞
台
に
も
、
こ
の
少
年
は
出
る
役
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。
動
き
も
せ
り
ふ
も
覚
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
こ
の
少
年
に
、

老
人
た
ち
は
繰
り
返
し
教
え
て
い
る
。
み
ん
な
か
ら
、
わ
い
わ
い

言
わ
れ
て
キ
ョ
ト
ン
と
し
た
表
情
の
少
年
―
恐
ら
く
、
家
で

は
相
手
に
さ
れ
ず
、
学
校
へ
も
行
っ
て
い
な
い
こ
の
少
年
、
社
会

的
な
弱
者
に
対
し
て
、
み
ん
な
で
暖
か
く
包
み
こ
ん
で
し
ま
う
よ

う
な
伝
統
が
、
こ
の
古
い
街
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と

を
、
こ
の
映
画
は
さ
り
げ
な
く
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
。

　
韓
じ
い
さ
ん
を
演
じ
て
い
る
の
は
、
有
名
な
舞
台
俳
優
の
黄
宗

洛
（
ホ
ワ
ン
ー
ツ
。
ン
ル
オ
）
で
あ
る
。
新
中
国
成
立
当
初
か
ら
演

劇
活
動
を
始
め
、
五
二
年
に
北
京
人
民
芸
術
劇
院
が
創
立
さ
れ
て

か
ら
現
在
ま
で
四
十
年
あ
ま
り
、
こ
の
劇
院
の
俳
優
と
し
て
活
躍

し
て
い
る
。
老
舎
の
『
茶
館
』
で
の
松
二
爺
（
ス
ウ
ン
ア
ル
イ
エ
）

も
こ
、
の
人
が
演
じ
て
い
た
し
、
八
〇
年
に
は
、
東
ド
イ
ツ
、
フ
ラ

ン
ス
、
ス
イ
ス
な
ど
の
訪
問
公
演
に
も
参
加
し
て
、
『
茶
館
』
を

上
演
し
て
い
る
。
そ
の
自
然
な
演
技
は
独
特
の
風
格
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
て
、
存
在
感
め
あ
る
劇
中
人
物
を
創
り
あ
げ
て
み
せ
て
く

れ
る
ベ
テ
ラ
ン
俳
優
で
あ
る
。

75 －
-



　
女
形
役
が
得
意
な
万
有
（
ワ
ン
ー
ヨ
ウ
）
　
の
役
を
演
じ
る
の
は

黄
文
潔
（
ホ
ワ
ン
ー
ウ
ェ
ン
ヂ
エ
）
で
あ
る
。
本
業
は
通
訳
だ
そ
う

だ
が
、
な
か
な
か
の
芸
達
者
で
、
映
画
『
ラ
ス
ト
ー
エ
ン
ペ

ラ
ー
』
や
『
マ
ル
コ
ー
ポ
ー
ロ
』
に
も
起
用
さ
れ
て
出
演
し
た
経

験
を
も
つ
。

　
も
う
一
人
、
が
っ
し
り
し
た
体
格
の
男
で
、
自
分
の
セ
リ
フ
に

難
癖
を
つ
け
ら
れ
て
、
カ
ッ
と
な
っ
て
韓
じ
い
さ
ん
に
食
っ
て
か

か
る
董
（
ト
ン
）
じ
い
さ
ん
役
は
韓
善
続
（
ハ
ン
ー
シ
ャ
ン
シ
ュ

イ
ー
）
で
あ
る
が
、
以
上
の
三
人
の
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

が
素
人
で
、
映
画
出
演
は
初
め
て
の
人
ば
か
り
、
と
い
う
こ
と
に

も
、
驚
く
ほ
か
は
な
い
。

　
老
人
た
ち
の
京
劇
活
動
が
評
判
に
な
っ
て
、
雑
誌
記
者
が
取
材

に
来
る
場
面
で
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
顔
が
次
々
に
ア
ッ
プ
で
撮

影
さ
れ
て
い
る
。
み
ん
な
が
口
々
に
、
京
劇
の
稽
古
に
集
ま
る
の

が
ど
ん
な
に
楽
し
い
か
を
、
一
生
懸
命
に
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
訴

え
、
こ
こ
ま
で
力
を
合
わ
せ
て
や
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

韓
じ
い
さ
ん
の
お
か
げ
だ
よ
、
と
語
り
か
け
る
、
そ
の
表
情
の
す

ば
ら
し
さ
。
中
に
は
得
意
の
Ｉ
ふ
し
を
唱
い
出
し
て
し
ま
う
人
も

い
る
。
「
我
楽
」
－
楽
し
み
を
求
め
、
さ
が
し
あ
て
だ
喜
び
と
、

カ
メ
ラ
の
前
の
緊
張
感
や
嬉
し
さ
と
い
っ
た
も
の
が
な
い
ま
ぜ
に

な
っ
て
、
迫
力
の
あ
る
す
ば
ら
し
い
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

を
ま
と
め
あ
げ
た
だ
け
で
も
、
寧
温
と
い
う
女
性
監
督
の
も
つ
才

能
と
、
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
力
量
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
映
画
を
見
終
っ
て
、
し
み
じ
み
と
し
た
感
慨
に
ひ
た
っ
た
あ
と
、

こ
の
人
が
、
次
に
は
ど
う
い
う
作
品
を
見
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か

と
い
う
期
待
で
、
胸
ふ
く
ら
む
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
国

映
画
を
愛
す
る
者
に
と
っ
て
、
言
い
よ
う
の
な
い
喜
び
で
も
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
四

　
と
こ
ろ
が
、
つ
い
近
ご
ろ
手
に
し
た
雑
誌
『
東
亜
』
に
、
わ
た

し
の
友
人
の
ひ
と
り
、
萩
野
脩
二
さ
ん
が
こ
の
『
北
京
好
日
』
に

つ
い
て
書
い
た
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

　
「
怒
り
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
の
文
章
で
、
萩
野
さ
ん
は
、

　
「
私
は
映
画
を
見
る
と
た
い
て
い
泣
い
て
し
ま
う
」
の
だ
が
、

　
こ
の
『
北
京
好
日
』
だ
け
は
泣
か
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
怒

り
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。
主
人
公
の
退
職
老
人
を
、
可
能
な
限

り
ド
ラ
マ
性
を
排
除
し
た
監
督
の
演
出
と
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
に
し

た
が
っ
て
見
て
い
く
う
ち
に
、
こ
の
主
人
公
の
横
暴
ぶ
り
に
腹

が
立
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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と
書
い
て
い
る
。

　
京
劇
の
劇
場
の
受
付
係
に
す
ぎ
な
か
っ
た
男
が
、
退
職
し
て
、

素
人
京
劇
衆
の
た
め
に
、
文
化
館
を
借
り
て
や
る
。
遅
刻
者
に
は

練
習
さ
せ
な
い
と
か
、
歌
い
方
が
合
っ
て
い
な
い
と
か
文
句
を
言

う
。
彼
は
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
し
よ
う
と
言
い
だ
し
、
み
な
も
賛

成
す
る
。
だ
ん
だ
ん
、
参
加
す
る
以
上
、
賞
を
取
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
彼
の
熱
気
に
煽
ら
れ
て
い
く
。
彼
自
身
は
歌
う
わ
け

で
も
な
い
し
、
楽
器
を
や
る
わ
け
で
も
な
い
。
周
り
で
ア
ジ
る
ば

か
り
だ
Ｉ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
萩
野
さ
ん
は
、

　
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
映
画
の
主
人
公
の
男
は
何

者
な
の
か
。
役
者
で
も
な
い
、
技
術
者
で
も
な
い
。
た
だ
身
の

回
り
の
こ
と
を
し
て
規
則
を
作
り
出
し
、
な
ん
だ
か
ん
だ
と
文

句
を
言
う
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、
皆
を
統
制
し
ひ
っ
ぱ
り

ま
わ
し
て
い
る
。
こ
の
男
こ
そ
中
国
共
産
党
そ
の
も
の
な
の
だ
。

　
監
督
は
見
事
に
中
国
共
産
党
を
形
象
化
し
た
の
だ
。
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
主
人
公
の
男
は
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
の

に
、
ま
た
や
る
こ
と
言
う
こ
と
す
べ
て
善
意
で
あ
る
の
に
、
見

て
い
る
私
は
無
性
に
腹
が
立
っ
て
き
た
の
だ
。
念
の
た
め
言
っ

て
お
く
が
、
私
は
中
国
共
産
党
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
腹
を
立

て
た
の
で
は
な
い
。
党
の
存
在
が
腹
を
立
て
る
も
の
と
し
て

人
々
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
監
督
は
描
い
た
の
だ
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
書
い
て
い
る
。
萩
野
さ
ん
は
現
代
中
国
の
文
芸
に
造
詣
の
深
い

人
で
あ
り
、
北
京
で
研
修
の
た
め
の
生
活
経
験
も
あ
る
。
わ
た
し

の
ぱ
匹
友
”
の
ひ
と
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
わ
た
し
は
、
こ

の
文
章
を
読
ん
で
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
見
方
も

で
き
る
の
か
、
と
い
う
驚
き
か
ら
来
た
も
の
だ
っ
た
。
同
じ
映
画

を
見
な
が
ら
、
わ
た
し
は
深
く
感
動
し
て
涙
を
流
し
、
萩
野
さ
ん

は
無
性
に
腹
を
立
て
て
い
る
Ｉ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
こ
と

は
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
ど
ち
ら
の
見
方
が
正
し
く
、
ど
ち
ら
が
ま

ち
か
っ
て
い
る
と
か
、
こ
と
ご
と
し
く
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
は

な
い
。
小
説
に
し
ろ
、
映
画
に
し
ろ
、
芸
術
作
品
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
多
様
な
感
じ
方
が
あ
っ

て
当
然
だ
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
作
品
を
前
に
し
て
わ
れ
わ

れ
は
何
も
論
じ
な
く
て
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
何
か
を
感
じ
と

れ
ば
そ
れ
で
よ
く
、
大
げ
さ
な
こ
と
ば
で
い
う
な
ら
、
芸
術
的
感

興
に
ひ
た
る
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

　
昔
読
ん
だ
志
賀
直
哉
の
短
編
に
「
ジ
イ
ド
と
水
戸
黄
門
」
と
い

う
の
が
あ
っ
た
。
作
者
ら
し
い
人
物
が
ア
ン
ド
レ
ー
ジ
イ
ド
の
作

品
を
読
ん
で
い
て
、
ふ
と
隣
の
部
屋
か
ら
、
く
つ
く
つ
、
う
れ
し
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そ
う
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
る
の
に
気
が
つ
く
。
そ
の
家
に
使
わ
れ

て
い
る
男
が
、
講
談
本
の
　
「
水
戸
黄
門
」
を
読
ん
で
い
た
の
だ

Ｉ
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
話
な
の
だ
が
、
む
ず
か
し
い
顔

を
し
て
ジ
イ
ド
を
読
む
の
と
、
楽
し
ん
で
水
戸
黄
門
を
読
む
の
と
、

ど
ち
ら
が
本
当
の
読
み
方
な
の
か
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
萩
野
さ
ん
も
、
中
国
が
好
き
で
、
中
国
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て

仕
方
が
な
い
と
い
う
タ
イ
プ
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
映
画
か
ら
も
、

現
代
中
国
の
問
題
を
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
わ
た
し
な
ど
よ
り
ず
っ
と
若
い
か
ら
、
そ
の
若
さ
か

ら
「
腹
が
立
つ
」
の
か
も
知
れ
な
い
。
映
画
を
み
る
と
き
は
、
あ

ま
り
余
計
な
こ
と
を
考
え
て
腹
を
立
て
ず
に
、
楽
し
ん
で
見
る
方

が
い
い
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
と
言
う
だ
け
の
話
な
の
だ
が
、
こ

れ
も
わ
た
し
の
老
化
現
象
の
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
前
述
の
第
五
世
代
の
監
督
と
い
わ
れ
る
人
び
と
の
作
る
映
画
は
、

烈
し
い
力
を
画
面
に
ぶ
ち
つ
け
て
く
る
よ
う
な
作
品
が
多
い
。

　
陳
凱
歌
は
自
分
の
強
烈
な
主
張
を
そ
の
映
画
に
色
濃
く
反
映
さ

せ
よ
う
と
し
、
張
芸
謀
は
、
本
能
の
ま
ま
に
生
き
よ
う
と
す
る
人

間
を
描
き
、
と
き
に
は
地
獄
図
絵
と
な
る
も
の
を
、
独
特
の
美
の

世
界
の
中
に
描
こ
う
と
す
る
し
、
田
壮
壮
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像

も
で
き
な
か
っ
た
非
情
の
世
界
を
繰
り
ひ
ろ
げ
て
み
せ
て
く
れ
る
。

映
画
『
晩
鐘
』
で
、
敗
戦
後
、
集
団
自
決
を
し
よ
う
と
す
る
日
本

軍
を
描
い
た
呉
子
牛
は
、
中
国
、
香
港
、
台
湾
合
作
の
歴
史
映
画

『
南
京
大
虐
殺
』
を
製
作
す
る
と
い
う
。

　
彼
等
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
今
日
の
中
国
映
画
界
に
は
生
気
に
満

ち
、
世
界
か
ら
の
熱
い
視
線
を
集
め
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
で
、

台
湾
の
侯
孝
賢
（
ホ
ウ
ー
シ
ャ
オ
シ
ェ
ン
）
は
、
実
に
日
常
的
な
暮

ら
し
、
人
間
の
営
み
を
さ
り
げ
な
く
と
ら
え
な
が
ら
、
深
い
感
動

を
与
え
る
作
品
を
次
々
に
発
表
し
て
い
る
。

　
寧
濠
監
督
の
『
北
京
好
日
』
を
見
た
あ
と
、
わ
た
し
は
、
侯
孝

監
督
の
作
品
を
見
た
あ
と
に
似
た
気
分
を
味
わ
い
、
し
み
じ
み
と

し
た
思
い
に
ひ
た
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
激
し
い
主
張
や
抗
議

と
い
っ
た
も
の
は
な
く
、
人
び
と
の
普
通
の
暮
ら
し
と
、
静
か
に

移
り
ゆ
く
日
々
が
描
か
れ
て
い
く
だ
け
な
の
だ
が
、
そ
の
場
面
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
い
と
し
く
、
登
場
人
物
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
気

持
が
静
か
に
こ
ち
ら
に
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
四
・
七
・
四
）

〔
注
〕

（
Ｉ
）
　
陳
凱
歌
－
『
黄
土
地
（
黄
色
い
大
地
）
』
（
8
4
年
）
、
『
大
閲

　
　
　
兵
』
（
8
5
年
）
、
『
骸
子
王
（
子
供
た
ち
の
王
様
）
』
（
8
7
年
）
な
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ど
を
発
表
し
た
後
、
渡
米
。
帰
国
後
も
『
辺
走
辺
唱
（
人
生
は

　
　
　
琴
の
弦
の
よ
う
に
）
』
（
9
1
年
）
、
『
覇
王
別
姫
（
さ
ら
ば
、
わ
が

　
　
　
愛
・
覇
王
別
姫
）
』
（
9
2
年
）
な
ど
を
監
督
。

（
２
）
　
張
芸
謀
－
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
『
黄
上
地
（
黄
色
い
大

　
　
　
地
）
』
（
8
4
年
）
、
『
大
閲
兵
』
（
8
5
年
）
、
『
一
個
和
八
個
（
一
人

　
　
　
と
八
人
）
』
（
8
4
年
）
、
『
老
井
（
古
井
戸
）
』
の
撮
影
を
担
当
、

　
　
　
『
老
井
（
古
井
戸
）
』
（
8
7
年
）
、
『
秦
俑
（
テ
ラ
コ
ッ
タ
ー
ウ
ォ

　
　
　
リ
ア
）
』
で
は
主
演
を
演
じ
、
『
紅
高
梁
（
紅
い
コ
ー
リ
ャ
ン
）
』

　
　
　
（
8
7
年
）
で
監
督
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
、
以
後
、
女
優
、
常
俐
と

　
　
　
の
コ
ン
ビ
で
　
『
菊
豆
』
　
（
9
0
年
）
、
『
大
紅
灯
原
局
高
掛
　
（
紅

　
　
　
夢
）
』
（
9
1
年
）
、
『
秋
菊
打
官
司
（
秋
菊
の
物
語
）
』
（
9
2
年
）
な

　
　
　
ど
を
監
督
。

（
３
）
　
田
壮
壮
－
『
紅
象
』
（
8
2
年
）
で
共
同
監
督
の
後
、
『
九
月
』

　
　
　
（
8
4
年
）
、
『
猟
場
札
撒
（
狩
り
場
の
掟
）
』
（
8
4
年
）
『
盗
馬
賊
』

　
　
　
（
8
5
年
）
、
『
揺
治
青
年
（
ロ
ッ
ク
青
年
）
』
（
8
8
年
）
、
『
大
太
監

　
　
　
李
蓮
英
（
李
蓮
英
　
リ
ー
・
リ
ェ
ン
イ
ン
　
清
朝
最
後
の
宦

　
　
　
官
）
』
（
9
0
年
）
、
『
藍
風
筝
（
青
い
凧
）
』
を
監
督
。

（
４
）
　
夏
剛
－
『
一
半
是
火
焔
一
半
是
海
水
』
（
8
8
年
）
、
『
遭
遇
激

　
　
　
情
』
（
9
0
年
）
、
『
大
撒
把
（
再
　
見
の
あ
と
で
）
』
（
9
2
年
）
、

　
　
　
『
無
人
喝
采
』
（
9
3
年
）
な
ど
を
監
督
。

（
５
）
　
呉
子
牛
－
『
候
補
隊
員
』
（
8
3
年
）
、
「
蝶
血
黒
谷
」
（
8
4
年
）
、

　
　
　
『
鴻
子
樹
』
（
8
5
年
）
、
『
最
後
一
個
冬
日
（
最
後
の
冬
）
』
（
8
6

　
　
　
年
）
、
『
晩
鐘
』
（
8
7
年
）
、
『
陰
陽
界
』
（
8
8
年
）
、
『
大
磨
坊
』

　
　
　
（
8
9
年
）
、
『
太
陽
山
』
（
9
2
年
）
な
ど
を
監
督
。

（
６
）
　
「
第
五
世
代
」
－
「
文
革
」
直
後
の
、
民
主
化
運
動
が
急
速

　
　
　
に
盛
り
上
が
っ
た
”
北
京
の
春
”
と
い
わ
れ
た
時
期
に
、
北
京

　
　
　
電
影
学
院
に
入
学
し
た
、
い
ま
三
十
代
後
半
か
ら
四
十
代
で
活

　
　
　
躍
中
の
映
画
監
督
た
ち
を
い
う
。
一
九
二
〇
年
代
の
サ
イ
レ
ン

　
　
　
ト
映
画
時
代
、
中
国
映
画
草
創
期
の
監
督
が
第
一
世
代
、
三
〇

　
　
　
年
代
初
期
に
上
海
で
活
躍
し
た
人
び
と
が
第
二
世
代
、
四
○
年

　
　
　
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
仕
事
を
し
た
の
が
第
三
世
代
、

　
　
　
「
文
革
」
前
に
北
京
電
影
学
院
を
卒
業
し
た
人
び
と
を
第
四
世

　
　
　
代
と
す
る
。

（
７
）
　
金
鶏
百
花
賞
映
画
祭
－
金
鶏
賞
は
一
九
八
一
年
（
酉
年
）

　
　
　
に
中
国
映
画
家
協
会
が
設
け
た
映
画
賞
で
、
著
名
な
映
画
芸
術

　
　
　
家
・
評
論
家
等
で
選
考
委
員
会
が
構
成
さ
れ
る
中
国
映
画
界
の

　
　
　
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
と
も
い
う
べ
き
も
の
。
百
花
賞
は
、
映
画
雑
誌

　
　
　
『
大
衆
映
画
』
が
一
九
六
二
年
か
ら
主
催
し
た
、
読
者
投
票
に

　
　
　
よ
る
映
画
賞
。
従
来
、
別
々
に
実
施
さ
れ
て
い
た
表
彰
式
を
、

　
　
　
近
年
、
同
時
に
開
催
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
８
）
　
中
国
映
画
祭
9
3
に
上
映
さ
れ
た
他
の
五
本
は
次
の
と
お
り
で
あ

　
　
　
る
。

　
　
　
　
謝
飛
監
督
『
香
魂
女
（
香
港
女
－
湖
に
生
き
る
）
』
（
北

　
　
　
京
映
画
製
作
所
・
長
春
映
画
製
作
所
、
9
3
年
）
、
夏
鋼
監
督

　
　
　
『
大
撒
把
（
再
見
の
あ
と
で
）
』
（
北
京
映
画
製
作
所
、
9
2
年
）
、

　
　
　
黄
建
新
監
督
『
姑
直
曜
、
別
臥
下
（
青
島
ア
パ
ー
ト
の
夏
）
』

　
　
　
（
西
安
映
画
製
作
所
、
9
2
年
）
、
呉
胎
弓
監
督
『
閥
里
人
家
（
孔

　
　
　
家
の
人
々
）
』
（
Ｌ
海
映
画
製
作
所
、
9
2
年
）
、
李
少
紅
監
督

　
　
　
『
四
ト
不
惑
』
（
北
京
映
画
製
作
所
・
香
港
年
代
国
際
股
扮
有
限

　
　
　
公
司
・
中
国
電
影
発
行
放
映
公
司
・
9
2
年
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
な
お
、
本
文
中
、
『
北
京
好
日
』
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
は
、

　
　
　
こ
の
。
中
国
映
画
祭
節
公
開
時
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
㈱
徳
間

-
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ジ
ャ
パ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
東
光
徳
間
事
業
本
部
、
九

　
　
　
三
年
十
一
月
六
日
刊
）
に
よ
っ
た
。

（
９
）
　
川
口
敦
子
「
Ｆ
Ｌ
Ｉ
Ｘ
　
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｉ
Ｅ
Ｗ
『
北
京
好
日
』
監
督
寧

　
　
　
温
」
（
『
ブ
リ
ッ
グ
ス
』
九
三
年
ト
ー
月
号
7
2
～
7
3
ペ
ー
ジ
）

（
1
0
）
　
『
中
国
芸
術
家
辞
典
　
現
代
第
三
分
冊
』
（
湖
南
人
民
出
版
社
、

　
　
　
八
二
年
十
二
月
刊
）
に
よ
る
。

（
Ｈ
）
　
萩
野
脩
二
　
「
怒
り
に
つ
い
て
」
　
（
『
東
亜
』
九
四
年
六
月
号
、

　
　
　
「
随
筆
」
欄
）
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