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て
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
た
。
狼
が
ほ
ん
と
う
に
現

れ
た
と
き
、
少
年
は
必
死
に
助
け
を
求
め
る
の
で

す
が
、
村
人
は
だ
れ
も
信
じ
な
い
。
最
後
は
、
狼

に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
し
た
。
わ
た

し
も
嘘
つ
き
で
し
た
か
ら
、
す
ご
い
衝
撃
で
し
た

が
、
戦
争
が
終
わ
る
と
、
教
科
書
か
ら
そ
う
し
た

教
材
は
、
取
り
除
か
れ
て
い
ま
し
た
。

●
グ
リ
ム
童
話
か
ら
も
残
酷
な
話
が
消
さ
れ

て
い
ま
す
ね
。
近
代
は
、
人
間
が
本
来
持
っ
て
い

る
い
か
が
わ
し
さ
や
不
条
理
を
、
例
え
ば
、
嘘
を

つ
く
よ
う
な
こ
と
を
物
語
か
ら
取
り
除
い
て
し
ま

っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
嘘

を
つ
い
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
イ
ズ
す
る
こ
と
で
成
り

立
つ
わ
け
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
人
を
騙だ

ま

す
と

い
う
こ
と
は
、
文
化
を
つ
く
っ
て
い
く
う
え
で
大

切
な
要
素
だ
と
思
う
ん
で
す
。

●
戦
後
、
そ
の
残
酷
さ
を
教
え
な
く
な
っ
た

空
白
を
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
「
童
話
」
と
し
て

扱
う
こ
と
で
埋
め
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
に
は
疑
問
な
ん
で
す
。

わ
た
し
に
は
賢
治
の
文
学
は
、
す
ご
く
難
解
で
す
。

例
え
ば
、『
風
の
又
三
郎
』
を
読
む
と
、
初
め
か
ら

最
後
ま
で
ほ
と
ん
ど
理
解
が
で
き
な
い
。
賢
治
は
、

物
語
の
初
め
に
い
き
な
り
擬
音
を
使
い
ま
す
ね
。

「
ど
っ
ど
ど
、
ど
ど
う
ど
」
と
。
彼
は
な
ぜ
外
国
語

な
ら
ぬ
、
日
本
語
な
ら
ぬ
言
葉
を
使
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

●
あ
れ
は
賢
治
の
造
語
な
ん
で
す
。
賢
治
は

造
語
の
名
手
で
し
た
。『
や
ま
な
し
』
の
「
ク
ラ
ム

ボ
ン
」
も
そ
う
で
す
が
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
篠
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
、
理
解
が
で
き
な
い
、
と
い
う
印
象
は
こ
う
し

た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
賢
治

に
と
っ
て
は
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
い
う
音
の
響
き
、

言
葉
の
手
触
り
と
い
う
か
耳
触
り
こ
そ
、
言
葉
の

命
だ
っ
た
。
ま
だ
だ
れ
も
触
っ
た
こ
と
の
な
い
、

手
付
か
ず
の
言
葉
自
体
が
持
つ
、
不
気
味
さ
、
怖

さ
、
楽
し
さ
を
何
よ
り
大
切
に
し
た
の
で
す
。

●
え
え
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
賢
治
は
、

そ
の
造
語
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
地
獄
と
極
楽
を

一
つ
の
世
界
に
し
よ
う
と
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、

と
思
い
ま
す
。
本
来
な
ら
ば
、
子
ど
も
た
ち
に
は

ま
ず
、
容
赦
な
い
現
実
、
つ
ま
り
地
獄
を
教
え
な

い
と
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
彼
は

賢
治
は
子
ど
も
の
聖
な
る
属
性
を
喚
起
し
た

●
近
代
文
学
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、
こ

れ
は
本
当
に
名
作
な
の
か
な
、
と
思
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
森

外
の
『
舞
姫
』
が
篠
田
監
督
の
手

で
映
画
化
さ
れ
た
と
き
、
こ
ん
な
に
す
ご
い
作
品

だ
っ
た
の
か
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

文
字
だ
け
の
世
界
に
い
た
人
に
と
っ
て
、
非
常
に

観
念
的
な
片
寄
っ
た
読
み
方
を
し
て
い
た
な
と
気

づ
か
さ
れ
た
作
品
だ
と
思
う
ん
で
す
。

●
わ
た
し
の
中
で
は
、
日
本
の
近
代
、
特
に

言
葉
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
混
乱
の
真
っ
只
中

で
す
。
わ
た
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
軍
国
主
義

の
時
代
で
し
た
。
学
校
の
教
科
書
で
教
わ
っ
た
初

め
て
の
言
葉
は
、「
サ
イ
タ
　
サ
イ
タ
　
サ
ク
ラ
ガ

サ
イ
タ
」、「
ス
ス
メ
ス
ス
メ
　
ヘ
イ
タ
イ
ス
ス
メ
」

と
い
う
二
つ
の
対
句
で
し
た
。
こ
れ
が
、
わ
た
し

の
国
語
の
初
体
験
で
す
。
当
時
の
教
科
書
で
印
象

に
残
っ
て
い
る
の
が
、
イ
ソ
ッ
プ
童
話
『
羊
飼
い

と
狼

お
お
か
み

』
に
出
て
き
た
嘘う

そ

つ
き
の
「
狼
少
年
」
の
話

で
す
。
日
本
人
に
な
っ
て
着
物
を
着
け
た
イ
ラ
ス

ト
で
描
か
れ
た
少
年
は
、
狼
が
来
る
、
狼
が
来
る
、

と
駆
け
込
ん
で
は
、
村
人
が
大
騒
ぎ
す
る
姿
を
見

篠し
の

田だ

正ま
さ

浩ひ
ろ

高た
か

橋は
し

世せ

織お
り

文学を教えることは

現実と戦う力を養うことです

撮影：長岡博史
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そ
れ
を
造
語
に
よ
っ

て
、
非
現
実
的
な
世

界
と
し
て
描
い
た
ん

で
す
。
そ
の
背
景
に

は
、
当
時
、
東
北
地

方
を
襲
っ
た
深
刻
な
飢
餓
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
も
昭
和

不
況
の
時
代
で
、
教
科
書
に
は
「
狼
少
年
」
で
描

か
れ
て
い
る
よ
う
な
容
赦
な
い
厳
し
い
現
実
が
シ

ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
母
親
に
、

「
正
浩
は
、
地
獄
に
行
っ
て
も
鬼
に
可
愛

か
わ
い

が
ら
れ
る

か
ら
心
配
な
い
わ
。」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
子

ど
も
に
文
学
を
教
え
る
こ
と
は
、
地
獄
を
想
像
し
、

地
獄
と
戦
え
る
力
を
養
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

●
わ
た
し
も
子
ど
も
の
と
き
に
、
地
獄
の
イ

メ
ー
ジ
を
教
わ
り
ま
し
た
。
親
は
、「
悪
い
こ
と
を

す
る
と
、
地
獄
に
落
ち
る
ぞ
。」
な
ど
と
話
し
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
、
地
獄
は
地
面
の
下
に
あ

る
の
か
な
、
と
い
ろ
い
ろ
想
像
を
し
た
も
の
で
す
。

今
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
子
ど
も
に
言
う
親
は
少
な

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

●
子
ど
も
の
身
体
に
宿
っ
た
ば
か
り
の
聖
な

る
属
性
を
、
賢
治
は
作
品
の
中
で
喚
起
す
る
こ
と

を
考
え
た
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
飢
餓
の
中

で
生
と
死
の
感
性
を
、
死
者
と
の
対
話
を
表
現
し

よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
物
語

の
中
で
日
本
人
の
名
前
を
使
う
と
、
死
の
世
界
が

弱
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
「
風
の
又
三
郎
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

彼
の
作
品
『
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
の
描
写
は
、

西
洋
音
楽
に
包
ま
れ
て
は
い
ま
す
が
、
実
際
は
遠

く
の
恐
山
か
ら
来
る
霊
界
通
信
で
す
。
彼
が
描
こ

う
と
し
た
、
子
ど
も
が
持
つ
地
獄
に
耐
え
ら
れ
る

力
、
そ
し
て
無む

垢く

な
る
魂
は
、
や
は
り
す
ご
い
と

思
い
ま
す
ね
。

外
や
漱
石
が
悩
ん
だ
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
も
悩

ん
で
い
る

●
以
前
、
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
、
森

外
や
夏
目
漱
石
な
ど
の
近
代
文
学
作
品
を
残
す
べ

き
か
否
か
、
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
わ

た
し
た
ち
が
使
う
言
葉
を
掴つ

か

み
取
っ
て
き
た
彼
ら

の
作
品
を
、
今
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
こ

と
は
必
要
だ
、
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
こ
の
国

で
近
代
化
が
叫
ば
れ
た
時
代
に
、

外
や
漱
石
の

よ
う
に
、
西
洋
の
文
化
と
戦
っ
た
人
た
ち
が
い
た

ん
で
す
。
例
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
ふ
だ
ん
使
っ

て
い
る
「
情
報
」
と
い
う
言
葉
は
、

外
が
最
初

に
翻
訳
を
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

外

や
漱
石
は
、
わ
た
し
た
ち
が
使
っ
て
い
る
言
葉
の

開
拓
者
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

●「
新
潮
文
庫
の
100
冊
」
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。

あ
の
リ
ス
ト
は
、
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
書
き
替

え
ら
れ
て
い
く
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
わ
た
し
は

そ
れ
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。
中
世
の
時
代
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
き
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
（
文
芸
復

興
）
を
通
じ
て
、
人
々
は
、
神
で
あ
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
を
人
間
の
顔
で
し
っ
か
り
描
こ
う
と
す

る
こ
と
で
、
神
と
い
う
存
在
を
再
発
見
し
ま
し
た
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
の
近
代
文
学
の
位
置

づ
け
が
再
発
見
さ
れ
る
、
い
わ
ば
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

を
迎
え
る
の
は
ず
っ
と
先
の
時
代
に
な
る
だ
ろ
う

な
、
と
思
い
ま
す
。

●
江
戸
以
前
と
明
治
以
降
で
は
、
ま
る
で
別

の
国
の
文
化
の
よ
う
に
断
絶
、
亀き

裂れ
つ

が
あ
り
ま
す
。

明
治
以
降
は
、
わ
た
し
た
ち
の
顔
や
意
識
は
、
欧

米
一
辺
倒
に
向
い
て

い
る
。
古
典
か
ら
連

な
っ
て
い
る
日
本
の

精
神
的
・
身
体
的
文

化
の
方
向
軸
を
、
意

識
し
て
も
う
一
度
辿た

ど

り
直
し
て
い
か
な
い
と
、
真

の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

●
確
か
に
、
日
本
の
文
学
は
、
江
戸
時
代
か

ら
幕
末
の
時
期
に
す
で
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
近
代
文
学
の
大
き
な
節
目
が
あ
る
と
思
う
ん

で
す
。

外
、
漱
石
を
は
じ
め
と
し
て
、
古
い
形

で
幸
田
露
伴
が
い
て
、
そ
の
行
く
手
に
芥
川
龍
之

介
、
谷
崎
潤
一
郎
が
い
る
。
そ
れ
以
後
の
、
例
え

ば
村
上
春
樹
に
な
る
と
、
近
代
文
学
と
は
も
う
完

全
に
切
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
彼
は
、
現

代
ア
メ
リ
カ
文
学
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
翻

訳
さ
れ
た
外
国
文
学
の
文
体
を
身
に
つ
け
た
大
江

健
三
郎
は
、
は
た
し
て
日
本
文
学
と
い
え
る
の
か
、

わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
で
す
。
彼
の
作
品
は
英

訳
さ
れ
、
海
外
で
読
ま
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

外
や
漱
石
な
ど
の

よ
う
に
、
西
洋
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
戦
っ
た
あ
の
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文
学
体
験
が
、
今
の
わ
た
し
た
ち
に
ど
れ
だ
け
の

影
響
を
与
え
る
の
か
は
、
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い

と
思
い
ま
す
よ
。

●
彼
ら
が
経
験
し
た
言
語
の
衝
突
は
、
日
本

語
が
も
の
す
ご
く
外
部
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
て
、
近
代
ま
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す

か
ら
ね
。
確
か
に
、
そ
う
し
た
最
初
の
実
験
の
と

ら
え
方
が
さ
ら
に
豊
か
な
も
の
に
な
る
に
は
、
ま

だ
百
年
、
二
百
年
か
か
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

●
日
本
人
が
自
分
た
ち
の
言
語
を
見
つ
け
た

の
は
、
八
世
紀
の
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
こ

ろ
で
す
。
十
世
紀
に
な
っ
て
『
古
今
和
歌
集
』、
十

一
世
紀
初
頭
に
『
源
氏
物
語
』
が
つ
く
ら
れ
、
あ

る
種
の
日
本
語
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、

千
年
前
の
文
学
作
品
の
今
日
的
な
意
味
が
、
ま
だ

問
わ
れ
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

●
篠
田
監
督
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
今
は

あ
ま
り
に
も
近
景
か
ら
近
代
文
学
を
と
ら
え
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
遠
景
で
見
つ

め
直
し
て
い
か
な
い
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ

か
ら
な
い
で
す
ね
。
近
代
文
学
を
論
じ
る
場
合
、

よ
く
、
自
我
を
テ
ー
マ
に
し
て
性
急
な
議
論
が
な

さ
れ
ま
す
。
テ
ー
マ
を
立
て
て
、
そ
れ
か
ら
主
題

を
見
つ
け
よ
う
と
い
う
具
合
に
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
と
ら
え
方
は
、
近
代
の
中
で
の
発
想
で
し
か

な
い
と
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で
と

は
ま
っ
た
く
違
う
発
想
や
視
点
が
必
要
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

●

外
や
漱
石
が
悩
ん
だ
こ
と
は
、
ぼ
く
ら

も
同
じ
よ
う
に
悩
ん
で
い
る
ん
で
す
。
村
上
春
樹

や
大
江
健
三
郎
と
い
う
、
日
本
語
の
新
し
い
文
体

は
、
完
全
に
※１

ク
レ
オ
ー
ル
化
し
て
い
ま
す
。『
源

氏
物
語
』
の
紫
式
部
も
、
今
の
わ
た
し
た
ち
か
ら

は
遠
く
離
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
み
ん

な
が
日
本
語
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
ん
で

す
。
そ
れ
は
文
学
史
の
う
え
で
、
一
体
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。
も
っ
と
も
っ
と
先
に
な
っ
て
と
ら

え
直
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
近
代
文
学

の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
ま
だ
夜
明
け
前
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
や
は
り
近
代
文
学
作
品
に
触
れ
る

こ
と
で
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
思
春
期
の
通
過
儀
礼

●
漱
石
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
本
来
ユ
ー

モ
ラ
ス
な
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を

い
ろ
い
ろ
味
わ
え
る
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く

人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
『
こ

こ
ろ
』
み
た
い
な
文
脈
で
学
習
す
る
場
合
が
あ
る

よ
う
で
す
。
本
当
は
、
も
っ
と
言
葉
の
豊
か
な
作

品
だ
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

と
い
う
名
前
は
、
当
時
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
よ

う
に
「
つ
」
を
小
書
き
に
し
な
い
と
、
寺
の
子
息

み
た
い
に
「
ぼ
う
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
し
ま
う
、

新
し
い
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
今
の
時

代
で
い
え
ば
、「
コ
ギ
ャ
ル
」
の
よ
う
な
最
新
モ
ー

ド
、
流
行
の
言
葉
な
の
で
す
。

●
ち
ょ
う
ど
あ
の
時
代
に
※２「
山
の
手
族
」
が

生
ま
れ
た
か
ら
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
な
ん
で
し
ょ
う
。

●
そ
う
で
す
ね
。
小
説
と
い
う
の
は
、
十
九

世
紀
の
都
市
社
会
で
、
新
奇
な
も
の
を
求
め
る
読

者
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
隆
盛
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、

雑
誌
『
ぴ
あ
』
の
よ
う
に
都
市
の
新
し
い
情
報
を

読
む
も
の
で
、
物
語
と
は
違
う
も
の
で
す
。
王
が

死
ん
だ
、
そ
し
て
妃
も
死
ん
だ
と
い
う
の
が
物
語

で
、
小
説
は
、
登
場
人
物
が
こ
こ
で
悩
ん
で
…
な

ど
と
膨
ら
ん
で
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
小
説
は
、
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と

い
う
よ
う
な
内
面
の
心
理
だ
と
か
の
袋
小
路
に
入

っ
て
い
き
す
ぎ
る
と
、
そ
の
作
品
の
言
葉
が
持

つ
本
来
の
強
さ
が
衰
弱
し
て
い
き
、
消
費
す
る
だ

け
の
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

●
わ
た
し
は
紀
貫
之
の
『
土
佐
日
記
』
の
よ

※1 クレオール
最近は、世界の国々がボーダーレス化して、その国の文化や伝統が変質して
いることを指摘する声があり、その変質を「クレオール」という。17世紀
初めごろ、ポルトガル語の「クリアール（育てる）」という動詞から派生し
て生まれた言葉といわれている。

※2 山の手族
1869年、明治天皇が皇居（旧江戸城）に入ると、東京は日本の首都となった。
全国から新政府に仕える人々が集まり、その多くは皇居周辺（現在の山手線
内側）に住んだ。これが《山の手族》の起源といわれ、そこから、山の手の
屋敷町に住む裕福な人々を指す言葉として流布されていった。
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う
に
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
読
む
と
よ
く
わ
か
る
の

で
す
。
と
も
に
、
流
刑
に
さ
れ
た
プ
リ
ン
ス
が
、

地
元
の
人
に
い
じ
め
ら
れ
る
と
い
う
内
容
で
し
ょ

う
。
わ
た
し
の
映
画
『
少
年
時
代
』
と
ち
っ
と
も

変
わ
ら
な
い
（
笑
）。

●
篠
田
監
督
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、

文
学
史
全
体
の
大
き
な
視
点
で
読
む
と
、
ま
た
違

っ
た
お
も
し
ろ
み
も
出
て
き
そ
う
で
す
ね
。

●
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
論
ず
る
に
価
す
る

話
だ
と
思
う
ん
で
す
。
マ
ド
ン
ナ
を
め
ぐ
る
先
生

た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
ゴ
シ
ッ
プ
は
子
ど
も
に
都
合

が
い
い
の
で
す
。
子
ど
も
は
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
が

読
め
る
中
学
時
代
に
な
る
と
、
男
女
の
こ
と
は
直

感
的
に
わ
か
る
わ
け
だ
か
ら
。
今
ま
で
も
思
春
期

の
一
種
の
通
過
儀
礼
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
と
思

う
し
、
こ
れ
か
ら
も
中
学
の
教
科
書
に
載
せ
る
こ

と
は
大
切
で
す
。

●
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
漱
石
も

賢
治
も
、
教
師
と
い
う
職
業
を
経
験
し
ま
し
た
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、「
学
園
も
の
」
の
ハ
シ
リ
で
す

ね
。『
風
の
又
三
郎
』
も
賢
治
版
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
学
校
の
教
室
や
、
自
分
の

机
と
い
う
の
は
、
自
分
が
世
界
の
中
で
ち
ゃ
ん
と

そ
こ
に
「
居
場
所
」
が
あ
る
こ
と
を
、
ゆ
っ
く
り

時
間
を
か
け
て
体
と
頭
に
馴な

染じ

ま
せ
て
い
く
空
間

装
置
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
近
代
社
会
と
い
う
見

知
ら
ぬ
も
の
を
受
け
入
れ
て
、
共
同
体
験
を
し
て

い
く
際
の
原
理
や
原
風
景
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て

い
る
。
篠
田
監
督
が
指
摘
さ
れ
た
通
過
儀
礼
的
な

大
事
な
体
験
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
両
作

品
と
も
、
方
言
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も

興
味
深
い
で
す
。
古
く
か
ら
の
共
同
体
の
方
言
、

口
承
文
芸
的
な
豊
か
さ
が
、
標
準
語
で
は
希
薄
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。

●
漱
石
は
、
文
章
化
す
る
と
し
っ
か
り
し
た

大
人
の
文
体
で
、
立
派
な
日
本
語
と
し
て
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
、『
怪
談
』
を
書
く
と

き
に
、
奥
さ
ん
に
語
ら
せ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と

き
、
奥
さ
ん
が
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
部
分
を
資
料

に
当
た
っ
て
調
べ
よ
う
と
す
る
と
、
や
め
な
さ
い

と
言
う
。

●
あ
な
た
の
言
葉
で
語
り
な
さ
い
っ
て
言
う

ん
で
す
ね
。

●
え
え
、
そ
う
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

外
や
漱
石
な
ど
の
近
代
文
学
は
、
今
の
言
葉
で

子
ど
も
た
ち
に
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、

説
話
文
学
、
口
承
文
芸
と
し
て
与
え
て
や
ら
な
い

と
、
文
学
の
ほ
ん
と
う
の
ハ
ー
ト
に
辿
り
着
け
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
声
を

上
げ
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
を
読
む
う
え

で
の
本
質
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

●
今
は
、「
読
む
」
と
い
う
言
葉
は
、「
読
」

と
い
う
字
し
か
な
い
で
す
。
し
か
し
、
以
前
は

「
詠
」
や
「
誦
」
と
か
、
声
に
出
す
と
い
う
「
訓
」

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
を
表
す
漢
字
が
あ
っ

た
の
で
す
ね
。
近
代
文
学
作
品
を
読
む
場
合
に
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
と
か
、
あ
ま
り
に
も
意

味
の
病
に
侵
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
は
言こ

と

霊だ
ま

と
い
う

よ
う
に
、
魂
が
込
も
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

子
ど
も
の
中
に
何
か
一
つ
突
き
刺
さ
る
よ
う
な
言

葉
が
残
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
、
と
わ
た
し
は
思

い
ま
す
。

●
巨
大
な
山
並
み
を
掘
っ
て
い
く
と
、
金
や

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
、
と
き
に
は
、
た
だ
の
石
こ
ろ
や

二
億
年
前
の
地
層
や
恐
竜
の
化
石
に
出
会
っ
た
り

し
ま
す
。
そ
れ
ら
と
同
じ
く
、
言
葉
も
巨
大
な
山

の
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
中
学
校

の
国
語
教
科
書
は
、
そ
の
巨
大
な
山
に
穴
を
あ
け

て
、
そ
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
取
っ
て
、
こ
れ
が
森

外
と
い
う
地
層
で
す
、
こ
れ
は
夏
目
漱
石
で
、

あ
れ
が
宮
沢
賢
治
の
化
石
で
す
、
と
投
げ
か
け
て

い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
岩
盤
の
中
に
、

言
葉
を
求
め
て
入
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
国
語
の

授
業
で
し
ょ
う
。
近
代
文
学
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
な
、

と
思
う
ん
で
す
。

こ
の
対
談
は
、
光
村
図
書
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」

の「
シ
ー
ズ
ン
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
」に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
四
年
十
月
〜
十
二
月
）
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究科）では、モデルニテ（近代性）について研究。国文学者として近代文学に映像的視点から
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1931年、岐阜県生まれ。“松竹ヌーヴェル・ヴァーグ”の旗手として、早くから注目される。
その後、日本古典芸能を素材にした色彩豊かな作品『鑓の権三』（86年）で、ベルリン映画祭
銀熊賞を受賞。『瀬戸内少年野球団』（84年）、『少年時代』（90年）、『瀬戸内ムーンライト･セレ
ナーデ』（96年）の三部作で絶賛を浴びる。『スパイ・ゾルゲ』（03年）は、世界的なスケールの
作品として高い評価を受けた。現在は、早稲田大学や城西大学で映像学などを教える。
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