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ツ
ル
シ
カ
ズ
ヒ
コ

ツ
ル
シ　
桂
壮
三
郎
監
督
の
映
画
「
わ
が
青
春
つ
き
る
と
も
─

─
伊
藤
千
代
子
の
生
涯
─
─
」
が
つ
い
に
完
成
し
た
ね
。
コ

ウ
も
昨
年
10
月
、『
漫
画　

伊
藤
千
代
子
の
青
春
』（
新
日
本

出
版
社
）
を
出
版
し
た
。
い
ず
れ
も
『
増
補
新
版　

時
代
の

証
言
者　

伊
藤
千
代
子
』（
藤
田
廣
登
著　

学
習
の
友
社
）
を

原
作
・
原
案
に
し
て
い
る
。
１
９
０
５
年
生
ま
れ
の
伊
藤
千

代
子
の
生
涯
を
、
い
ま
、
創
作
と
い
う
形
で
多
く
の
人
に
知

ら
せ
る
意
義
は
何
だ
ろ
う
か
。

コ
ウ　
大
き
く
２
つ
あ
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
1
つ
目
は
、
治

安
維
持
法
下
で
の
千
代
子
の
た
た
か
い
を
学
ぶ
こ
と
。
千
代

子
は
、
戦
前
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
下
で
反
戦
平
和
と
民
主
主

義
を
求
め
る
活
動
を
し
た
。
い
ま
か
ら
す
れ
ば
、
あ
た
り
ま

え
の
主
張
な
の
に
、
検
挙
さ
れ
激
し
い
拷
問
を
受
け
刑
務
所

に
収
監
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
若
い
人

た
ち
に
も
知
っ
て
ほ
し
い
。

ツ
ル
シ　
千
代
子
た
ち
の
た
た
か
い
は
日
本
国
憲
法
に
結
実
し
、

そ
の
も
と
で
日
本
は
75
年
間
、
戦
争
し
な
い
で
き
た
。
で
も
、

世
界
の
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
香
港
の
周
庭
さ
ん

ら
民
主
活
動
家
を
逮
捕
し
た
中
国
の
国
家
安
全
法
は
、
治
安

維
持
法
と
そ
っ
く
り
だ
。
２
月
24
日
に
は
、
ロ
シ
ア
軍
が
ウ
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ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
、
ロ
シ
ア
で
戦
争
反
対
の
声
を
上
げ
た

人
た
ち
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
軍
国
主
義
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
回
帰
へ
の
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
。
自
公
政
権
は
、

秘
密
保
護
法
や
戦
争
法
、
共
謀
罪
、
土
地
規
制
法
な
ど
、
現

代
版
治
安
維
持
法
を
強
行
採
決
し
て
、
改
憲
を
視
野
に
入
れ

て
い
る
。
名
古
屋
入
管
で
の
ウ
ィ
シ
ュ
マ
さ
ん
死
亡
事
件

で
は
、
特
高
警
察
が
小
林
多
喜
二
や
千
代
子
ら
に
下
し
た
拷

問
が
い
ま
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

歴
史
を
後
戻
り
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
先
人
が
治
安
維
持
法

下
で
ど
う
た
た
か
っ
た
か
を
学
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ね
。

コ
ウ　
治
安
維
持
法
に
つ
い
て
も
私
た
ち
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
な

い
。
私
も
、
歴
史
の
本
に
登
場
す
る
「
稀
代
の
悪
法
」
と
い

う
単
語
で
知
っ
て
い
た
だ
け
で
、
そ
の
実
像
を
学
ん
だ
の
は
、

２
０
１
６
年
に
「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」
を
購
読
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
。

ツ
ル
シ　
『
月
刊
学
習
』（
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
発
行
）
で
、

コ
ウ
が
日
本
共
産
党
に
つ
い
て
ゼ
ロ
か
ら
学
ぶ
「
ワ
タ
ナ
ベ
・

コ
ウ
の
日
本
共
産
党
発
見
! !
」
の
連
載
が
開
始
さ
れ
た
の
も

16
年
だ
っ
た
ね
。

コ
ウ　
「
発
見
! !
」
の
取
材
で
共
産
党
の
党
史
資
料
室
を
訪
問
し

て
千
代
子
の
こ
と
を
知
っ
た
。
ほ
か
に
も
３
人
、
治
安
維
持

法
で
弾
圧
さ
れ
て
24
歳
で
亡
く
な
っ
た
女
性
党
員
が
い
た
と

知
っ
て
さ
ら
に
驚
い
た
。

ツ
ル
シ　
「
発
見
! !
」
で
は
、
治
安
維
持
法
犠
牲
者
国
家
賠
償
要

求
同
盟
の
故
増
本
一
彦
会
長
（
当
時
）
に
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
て
い
た
ね
。
戦
前
の
専
制
政
治
の
根
幹
だ
っ
た
治
安
維
持

法
や
弾
圧
法
規
で
犠
牲
に
な
っ
た
人
た
ち
や
家
族
へ
の
国
の

謝
罪
や
補
償
が
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
知
っ
て
驚
い

た
。

コ
ウ　
私
も
愕
然
と
し
た
。
治
安
維
持
法
は
、
差
別
や
不
平
等

の
な
い
社
会
を
つ
く
り
た
い
、
戦
争
は
や
め
て
ほ
し
い
と
い

う
庶
民
の
純
粋
な
思
い
を
押
し
つ
ぶ
し
た
。
そ
う
や
っ
て
侵

略
戦
争
を
遂
行
し
た
わ
け
だ
よ
ね
。
そ
れ
を
、
自
公
政
権
は

い
ま
だ
に
「
適
法
」
だ
っ
た
と
強
弁
し
て
い
る
な
ん
て
許
せ

な
い
。

ツ
ル
シ
『
治
安
維
持
法
と
現
代
』
２
０
２
１
年
秋
季
号
に
、「
竹

橋
事
件
の
会
」
事
務
局
長
の
内
野
明
和
さ
ん
が
、
論
文
「
治

安
維
持
法
の
起
源
は
『
竹
橋
事
件
』」
を
寄
稿
し
て
い
た
け
ど

興
味
深
か
っ
た
。
僕
ら
も
「
赤
旗
」
旅
記
事
で
竹
橋
事
件
を

取
材
し
た
。
決
起
し
た
下
級
兵
士
は
「
近
頃
人
民
一
般
苛か

政せ
い
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に
苦
し
み
」
と
い
う
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思
い
を
持
っ
て
い
た
。

兵
士
が
思
想
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
、
政
府
は
思
想

統
制
の
た
め
の
弾
圧
法
規
を
つ
く
っ
て
い
き
、
治
安
維
持
法

に
行
き
着
く
。

コ
ウ　
兵
士
の
思
想
の
背
景
に
は
自
由
民
権
運
動
が
あ
っ
た
。

そ
の
「
最
高
の
形
態
」
と
い
わ
れ
る
秩
父
事
件
も
取
材
し
た

よ
ね
。

ツ
ル
シ　
取
材
を
も
と
に
僕
は
、
２
０
１
８
年
、『
秩
父
事
件
再

発
見　

民
主
主
義
の
源
流
を
歩
く
』（
新
日
本
出
版
社
）
を
書

い
た
。
日
本
の
自
由
民
権
運
動
は
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
自
由
で
平
等
だ
と
い
う
天
賦
人
権
論
を
理
論
的
基
盤
に

し
て
い
る
。
徴
兵
や
重
税
に
苦
し
む
貧
農
や
彼
ら
の
立
場
に

寄
り
添
っ
た
人
た
ち
が
、
学
習
結
社
を
つ
く
っ
て
勉
強
し
て

た
た
か
っ
た
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。
千
代
子
た
ち
も
学
習
し
て

仲
間
を
増
や
し
て
い
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

コ
ウ　
自
由
民
権
運
動
を
受
け
継
い
だ
民
衆
の
た
た
か
い
が
、

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
機
運
を
生
ん
だ
。
こ
の
機
運
を
受
け

て
、
千
代
子
の
思
想
も
発
展
し
て
い
っ
た
。
自
由
民
権
運
動

→
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
→
日
本
国
憲
法
と
い
う
、
絶
対
的
多

数
の
農
民
・
労
働
者
が
た
た
か
っ
て
つ
く
っ
た
流
れ
の
中
に
、

千
代
子
た
ち

の
た
た
か
い

が
あ
っ
た
こ

と
は
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
だ

と
思
う
。

ツ
ル
シ　
千
代

子
の
生
涯
を

学
ぶ
現
代
的

意
義
の
２
つ

目
は
？

コ
ウ　
い
ま
の

言
葉
で
い
う

と
こ
ろ
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
求
め
た
千
代
子
の
生
き
方
を
学
ぶ
こ
と
だ

と
思
う
。
日
本
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
２
０
２
１
」

（
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
は
１
５
６
カ
国
中
１
２
０
位
で
、

異
常
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
が
残
る
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
、「
男
性

が
主
、
女
性
が
従
」「
女
性
は
結
婚
し
た
ら
家
に
入
る
」
な
ど

の
家
父
長
制
な
わ
け
だ
け
ど
、
千
代
子
は
そ
れ
に
抵
抗
し
て ▲ワタナベ・コウ氏
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生
き
た
。
い
ま
の
女
性
た
ち
に
勇
気
を
与
え
る
と
思
う
。

ツ
ル
シ　
特
に
す
ご
い
な
と
感
じ
る
と
こ
ろ
は
？

コ
ウ　
男
女
含
め
た
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
率
が
わ
ず
か
２
・

２
％
（
１
９
２
０
年
時
点
：
文
部
科
学
省
・
我
が
国
高
等
教

育
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
）
だ
っ
た
時
代
に
、
信
州
の
田
舎
か

ら
東
京
女
子
大
学
へ
の
進
学
を
果
た
し
た
と
こ
ろ
。
何
度
も

挫
折
し
な
が
ら
、
学
習
意
欲
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
を
打
ち
破
る
力
に
な
っ
た
と
思
う
。

ツ
ル
シ　
１
月
９
日
の
、
日
本
共
産
党
の
田
村
智
子
副
委
員
長

と
コ
ウ
の
対
談
「
伊
藤
千
代
子
と
日
本
共
産
党
を
語
る
」
の

な
か
で
、田
村
さ
ん
が『
漫
画　

伊
藤
千
代
子
の
青
春
』は「
群

像
劇
」
で
も
あ
る
と
話
し
て
い
た
。
漫
画
に
は
、
千
代
子
の

東
京
女
子
大
学
の
後
輩
・
塩
沢
（
下
田
）
富
美
子
や
獄
中
で

と
も
に
た
た
か
っ
た
原
菊
枝
以
外
に
も
、
平
林
た
い
子
、
河

崎
な
つ
、
山
川
菊
栄
、
市
川
房
枝
、
平
塚
ら
い
て
う
な
ど
も

登
場
す
る
。 

コ
ウ　
千
代
子
の
た
た
か
い
は
ひ
と
り
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
戦
前

日
本
の
女
性
た
ち
が
、
限
界
が
あ
り
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
声
を
上
げ
、
女
性
解
放
の
た
め
に
た
た
か
っ
て
い
た
。

い
ま
で
い
う
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
（
女
性
同
士
の
連
帯
）」
で
、

戦
後
の
日
本
国
憲
法
や
女
性
参
政
権
獲
得
に
つ
な
げ
た
こ
と

を
盛
り
込
み
た
か
っ
た
。
あ
な
た
が
感
じ
る
千
代
子
の
魅
力

は
？

ツ
ル
シ　
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
あ
と
も
、
あ
き
ら
め
ず
に
た

た
か
っ
た
と
こ
ろ
だ
ね
。
女
子
房
の
仲
間
と
工
夫
し
て
連
絡

を
と
り
あ
っ
て
、
夫
だ
っ
た
浅
野
晃
や
水
野
成
夫
の
変
節
に

も
追
随
し
な

か
っ
た
の
は

す
ご
い
。
な

ぜ
、
あ
ん
な

に
が
ん
ば
れ

た
ん
だ
ろ
う
。

コ
ウ　
や
っ
ぱ

り
、
学
習
だ

ろ
う
ね
。
最

初
は
、
社
会

の
仕
組
み
を

知
り
た
い
、

広
い
世
界
を

見
た
い
と
い

▲ツルシカズヒコ氏
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う
自
分
ひ
と
り
の
知
的
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
の
学
習
だ
っ

た
。
そ
れ
が
、
学
校
に
弁
当
を
持
っ
て
来
ら
れ
な
い
貧
し
い

子
ど
も
を
も
幸
福
に
し
た
い
と
い
う
人
道
主
義
的
な
学
習
欲

求
に
発
展
し
、
尚

し
ょ
う
け
い絅

女
学
校
時
代
に
は
「
つ
め
た
い
身
震
い
」

を
感
じ
な
が
ら
も
「
動
か
ね
ば
」
の
決
意
を
持
つ
ま
で
に
飛

躍
す
る
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
接
近
。
製
糸
女
工

ス
ト
ラ
イ
キ
の
支
援
や
選
挙
活
動
で
理
論
を
裏
付
け
、
あ
き

ら
め
な
け
れ
ば
未
来
は
変
え
ら
れ
る
と
い
う
確
信
を
強
め
て

い
っ
た
ん
だ
と
思
う
。

ツ
ル
シ　
諏
訪
高
女
で
ア
ラ
ラ
ギ
派
歌
人
の
土
屋
文
明
に
英
語

を
教
わ
っ
た
こ
と
も
大
き
い
だ
ろ
う
ね
。

コ
ウ　
文
明
は
千
代
子
の
死
の
６
年
後
、
１
９
３
５
年
に
千
代

子
の
母
校
・
東
京
女
子
大
で
講
演
を
し
た
。
聞
き
入
る
学
生

の
顔
を
見
て
い
て
千
代
子
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
ん
だ
ろ
う

ね
。
６
首
の
短
歌
を
詠
ん
だ
。

ツ
ル
シ　
で
、
短
歌
雑
誌
『
ア
ラ
ラ
ギ
』（
昭
和
10
年
11
月
号
）

に
掲
載
し
て
い
る
。「
こ
こ
ろ
ざ
し
つ
つ
た
ふ
れ
し
を
と
め
よ　

新
し
き
光
の
中
に
お
き
て
思
は
む
」「
高
き
世
を
た
だ
目
ざ
す

処
女
（
お
と
め
）
ら
こ
こ
に
み
れ
ば　

伊
藤
千
代
子
が
こ
と

ぞ
か
な
し
き
」
な
ど
。
戦
後
、
こ
の
短
歌
に
登
場
す
る
「
伊

藤
千
代
子
っ
て
誰
？
」
と
い
う
の
が
、
千
代
子
顕
彰
運
動
の

き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

コ
ウ　
35
年
は
日
中
全
面
戦
争
直
前
で
、
言
論
弾
圧
が
激
し
か
っ

た
時
期
だ
よ
ね
。
短
歌
界
の
巨
匠
に
な
っ
て
い
た
文
明
が
、

治
安
維
持
法
で
逮
捕
さ
れ
た
千
代
子
の
実
名
を
よ
く
詠
ん
だ

な
と
思
う
。
千
代
子
の
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
に
、
文
明
の
芸
術

家
と
し
て
の
良
心
が
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
ん
だ
ね
。

ツ
ル
シ　
１
０
０
歳
ま
で
生
き
た
文
明
は
、
晩
年
、「
赤
旗
」
で

共
産
党
へ
の
応
援
の
言
葉
を
寄
せ
た
。
死
ぬ
ま
で
、
千
代
子

に
恥
じ
な
い
生
き
方
を
し
よ
う
と
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

と
こ
ろ
で
、『
時
代
の
証
言
者
』
を
書
い
た
藤
田
廣
登
さ
ん
か

ら
漫
画
化
の
提
案
が
あ
っ
た
の
は
、２
０
１
９
年
末
だ
っ
た
っ

け
？

コ
ウ　
「
ま
だ
ま
だ
千
代
子
は
知
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
藤
田

さ
ん
の
問
題
意
識
に
強
く
共
感
し
て
、
漫
画
を
描
く
こ
と
を

決
意
し
た
。
第
一
次
稿
の
脱
稿
ま
で
１
年
く
ら
い
か
か
っ
た
。

元
週
刊
誌
編
集
者
の
あ
な
た
に
も
、
資
料
探
し
や
構
成
上
の

ア
ド
バ
イ
ス
で
協
力
し
て
も
ら
っ
た
。
感
謝
し
て
ま
す
。

ツ
ル
シ　
い
や
い
や
、
た
い
し
た
協
力
も
で
き
ま
せ
ん
で
（
笑
）。

執
筆
で
苦
労
し
た
こ
と
は
？
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コ
ウ　
第
一
次
稿
を
、
出
版
社
で
複
数
の
人
に
読
ん
で
も
ら
っ

た
と
き
、「
浅
野
晃
が
ハ
ン
サ
ム
過
ぎ
る
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ

て
悩
ん
だ
（
笑
）。
ハ
ン
サ
ム
だ
っ
た
の
は
事
実
な
の
で
、
こ

の
ま
ま
で
い
き
た
い
と
言
っ
た
ん
だ
け
ど
、
評
価
が
定
ま
っ

て
い
る
実
在
の
人
物
を
描
く
の
は
難
し
い
ね
。「
裏
切
者
」
だ

か
ら
醜
悪
に
描
け
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

ツ
ル
シ　
史
実
の
創
作
の
場
合
、
事
実
の
根
幹
を
曲
げ
な
い
の

は
基
本
だ
け
ど
、
何
を
誰
に
う
っ
た
え
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ

創
作
す
る
の
か
、
が
重
要
だ
ね
。

コ
ウ　
50
年
近
い
時
間
を
か
け
て
事
実
を
積
み
上
げ
た
藤
田
さ

ん
の
本
で
十
分
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
漫
画
に
す
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
の
か
と
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。

ツ
ル
シ　
世
界
的
に
民
主
主
義
の
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
る
要

因
の
ひ
と
つ
に
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
が
あ
る
。
資
本
力
の
あ
る

新
聞
社
と
テ
レ
ビ
局
が
系
列
化
し
、権
力
監
視
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
本
来
の
使
命
が
機
能
し
て
い
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も

あ
る
。
歴
史
修
正
主
義
や
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
と
い

う
間
に
拡
散
さ
れ
る
。
創
作
物
が
「
表
現
の
自
由
」
を
騙
っ

て
加
担
し
て
い
た
り
す
る
。
映
画
や
漫
画
も
広
い
意
味
で
の

メ
デ
ィ
ア
だ
か
ら
、
つ
く
り
手
の
歴
史
観
が
問
わ
れ
る
時
代

に
な
っ
た
。

コ
ウ　
創
作
は
多
く
の
人
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
力
を
持
つ

だ
け
に
諸
刃
の
剣
に
な
る
。
人
類
が
滅
亡
し
な
い
た
め
に
は
、

民
主
主
義
の
完
成
度
を
高
く
し
て
い
く
し
か
な
い
。
先
人
は

ど
う
や
っ
て
民
主
主
義
獲
得
の
た
た
か
い
を
積
み
上
げ
て
き

た
の
か
、
そ
の
歩
み
を
伝
え
て
、
民
主
主
義
の
担
い
手
を
ひ

と
り
で
も
増
や
す
た
め
の
創
作
を
し
て
い
き
た
い
。
千
代
子

た
ち
の
た
た
か
い
は
、
日
本
国
憲
法
に
結
実
し
て
、
彼
女
た

ち
に
と
っ
て
の
未
来
を
変
え
た
。
こ
の
歴
史
的
事
実
を
、
未

来
を
担
う
若
者
に
伝
え
る
た
め
に
、
漫
画
や
映
画
は
力
を
発

揮
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
。

（
わ
た
な
べ
　
こ
う
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
）

（
つ
る
し
　
か
ず
ひ
こ
・
ラ
イ
タ
ー
）


