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「
ま
え
が
き 

～
映
画
館
が
消
え
た
日
～
」 

二
〇
一
九
年
九
月
五
日
は
こ
よ
な
く
映
画
を
愛
し
た
蒲
田
の
人
々

に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
日
と
な
っ
た
。
こ
の
日
、
蒲
田
西
口
の
「
テ

ア
ト
ル
蒲
田
」
が
閉
館
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
蒲
田
か
ら
映
画
の
灯
が

消
え
た
の
だ
。
か
つ
て
は
浅
草
六
区
、
新
宿
映
画
街
と
並
ぶ
都
内
有

数
の
映
画
の
街
と
し
て
君
臨
し
た
「
キ
ネ
マ
の
天
地
」
蒲
田
は
、
今

や
昔
の
物
語
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

昭
和
の
映
画
黄
金
時
代
に
何
故
、
蒲
田
に
浅
草
、
新
宿
と
並
ぶ
映

画
街
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

何
故
、
蒲
田
の
街
は
今
も
大
勢
の

人
た
ち
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
の
理
由
を
た
ど
る

と
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）、
蒲
田
が
村
か
ら
町
に
移
行
し
た

お
祝
い
の
日
の
初
代
町
長
の
祝
辞
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
今

や
、
流
行
は
三
越
か
ら
は
古
く
な
り
流
行
は
蒲
田
か
ら
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
『
松
竹
キ
ネ
マ
蒲
田
撮
影
所
』
の
お
蔭

で
あ
り
ま
す
」。
す
な
わ
ち
、
蒲
田
の
街
の
繁
栄
の
源
は
「
松
竹
キ

ネ
マ
蒲
田
撮
影
所
」
で
あ
り
、
こ
の
街
の
発
展
は
常
に
映
画
と
と
も

に
歩
ん
で
き
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。 

 

今
で
も
Ｊ
Ｒ
蒲
田
駅
の
シ
ン
ボ
ル
曲
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
蒲

田
行
進
曲
」
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
公
開
さ
れ
た
松
竹
蒲
田

一
〇
周
年
記
念
映
画
「
親
父
と
そ
の
子
」
の
主
題
歌
と
し
て
紹
介
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
曲
の
一
節
を
紹
介
し
よ
う
。“
春
の
蒲
田 

花

咲
く
蒲
田 

キ
ネ
マ
の
都
、 

青
春
燃
ゆ
る 

生
命
（
い
の
ち
）
は

躍
る 

キ
ネ
マ
の
天
地
・
・
・
・
・
”。
親
し
み
や
す
い
歌
詞
と
軽

快
な
メ
ロ
デ
ィ
。
こ
の
曲
は
蒲
田
撮
影
所
の
所
歌
と
し
て
口
ず
さ
ま

れ
た
ば
か
り
か
全
国
津
々
浦
々
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。 

 

蒲
田
は
日
本
有
数
の
映
画
の
街
で
あ
り
、
さ
ら
に
歴
史
を
紐
解
け

ば
近
代
映
画
発
祥
の
地
、「
キ
ネ
マ
の
天
地
」
で
あ
る
こ
と
は
昭
和

半
ば
ま
で
は
日
本
全
国
に
周

知
の
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
今
は
ど

う
だ
ろ
う
か
？ 

大
田
区
に

生
活
し
て
い
る
人
の
中
に
も

蒲
田
に
撮
影
所
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
が
多

い
の
は
、
哀
し
い
か
な
事
実

で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
、
歴
史

の
か
な
た
に
蒲
田
の
繁
栄
の

基
礎
を
築
い
た
「
松
竹
キ
ネ

松竹キネマ蒲田撮影所 ジオラマ 

閉館直前のテアトル蒲田、左は2019年8月末閉館した蒲田宝塚 

松
竹
キ
ネ
マ
蒲
田
撮
影
所 

～
ジ
オ
ラ
マ
の
記
憶
～ 

岡 

茂
光  
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マ
蒲
田
撮
影
所
」
が
消
え
去
っ
て
行
く
に
は
あ
ま
り
に
も
切
な
い
。 

 

蒲
田
の
歴
史
、
文
化
の
共
有
と
伝
承
を
目
的
と
す
る
「
蒲
田
モ
ダ

ン
研
究
会
」
と
し
て
は
我
が
街
の
誇
る
歴
史
文
化
遺
産
「
松
竹
キ
ネ

マ
蒲
田
撮
影
所
」
を
伝
え
る
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、

松
竹
（
株
）
が
制
作
し
大
田
区
に
寄
贈
し
大
田
区
郷
土
博
物
館
が
所

蔵
す
る
撮
影
所
の
ジ
オ
ラ
マ
を
通
じ
て
当
時
の
新
し
い
映
画
つ
く

り
に
青
春
を
傾
け
た
若
者
た
ち
が
生
き
生
き
と
輝
い
て
い
た
映
画

の
街
・
蒲
田
を
描
い
て
み
た
い
。 

 

「
創
業
者
・
大
谷
竹
次
郎
」 

松
竹
の
創
業
者
で
あ
る
大
谷
竹
次
郎
は
明
治
一
〇
年
（
一
八
七

七
）、
一
卵
性
双
生
児
、
松
次
郎
の
弟
と
し
て
京
都
で
生
ま
れ
た
。

両
親
が
芝
居
小
屋
を
営
ん
で
い
た
関
係
で
子
供
の
こ
ろ
よ
り
商
才

に
長
け
た
彼
は
一
八
歳
の
時
に
新
京
極
の
芝
居
小
屋
「
阪
井
座
」
を

手
中
に
収
め
た
。
時
に
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）、
こ
れ
が
今
で

も
日
本
の
映
画
演
劇
を
リ
ー
ド
す
る
（
株
）
松
竹
の
記
念
す
べ
き
創

業
の
年
で
あ
る
。
そ
の
後
、
関
西
の
演
劇
界
の
寵
児
と
し
て
腕
を
振

る
っ
た
大
谷
兄
弟
は
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）「
松
竹
合
名
社
」

を
設
立
し
京
都
随
一
の
興
行
師
と
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

兄
弟
の
次
な
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
関
東
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
責
任
者

と
し
て
大
谷
竹
次
郎
は
東
京
に
仕
事
の
場
を
移
し
た
。
辣
腕
家
と
し

て
の
彼
の
名
が
注
目
を
浴
び
た
の
が
関
東
歌
舞
伎
の
最
大
の
牙
城

で
あ
っ
た
「
歌
舞
伎
座
」
を
掌
中
に
収
め
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
丁

度
そ
の
こ
ろ
東
京
の
最
大
の
盛
り
場
で
あ
る
浅
草
で
は
新
た
な
娯

楽
と
し
て
活
動
写
真
（
映
画
）
が
多
く
の
庶
民
の
注
目
を
集
め
て
い

た
。
呼
び
込
み
の
声
が
響
き
渡
る
。「
さ
あ
さ
あ
、
浅
草
っ
て
い
や

ー
、
な
ん
て
っ
た
っ
て
観
音
様
と
活
動
写
真
だ
！
も
う
す
ぐ
始
ま
る

よ
、
入
っ
た
、
入
っ
た
！
」。
浅
草
六
区
は
人
の
波
、
大
勢
の
人
た

ち
が
映
画
館
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
。
商
売
人
と
し
て
研
ぎ
澄
ま
さ

れ
た
嗅
覚
を
持
つ
大
谷
竹
次
郎
が
活
動
写
真
に
対
し
て
強
い
興
味

を
示
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。「
歌
舞
伎
の
次
は
活
動

写
真
（
映
画
）
だ
！
」。 

 

と
こ
ろ
が
、
大
谷
竹
次
郎
の
野
望
を
耳
に
し
た
歌
舞
伎
役
者
は
強

く
反
対
し
た
。
当
時
の
大
看
板
、
五
代
目
中
村
歌
右
衛
門
は
こ
う
諭

し
た
。「
竹
次
郎
さ
ん
、
映
画
み
た
い
な
下
賤
で
安
っ
ぽ
い
も
の
に

手
を
出
し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
私
ら
の
歌
舞
伎
の
名
が
汚
れ
て
し
ま

い
ま
す
」。
こ
の
懸
念
は
当
を
得
た
も
の
だ
っ
た
。
当
時
の
活
動
写

真
に
関
わ
る
人
間
な
ど
、
所
詮
は
世
間
の
落
ち
こ
ぼ
れ
、
半
端
者
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
竹
次
郎
の
新
事
業
へ
の
挑

戦
は
揺
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
先
を
読
む
自
分
の
目
に
自
信
を
持
っ
て

い
た
。「
今
の
活
動
写
真
は
陳
腐
で
古
く
さ
い
の
は
間
違
い
な
い
こ

と
や
。
し
か
し
、
わ
て
が
そ
の
流
れ
を
変
え
て
見
せ
る
ん
や
。
庶
民

が
喜
ぶ
立
派
な
娯
楽
に
な
り
ま
っ
せ
」。 

 
「
苦
難
の
船
出
・
窮
地
の
竹
次
郎
」 

昭和初期の浅草六区映画街  絵葉書 

http://otorablog.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2017/05/27/20160717132941.jpg
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大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）、
大
谷
竹
次
郎
は
自
分
の
信
念
に
沿
っ
て

精
力
的
に
動
い
た
。
新
事
業
を
立
ち
上
げ
る
べ
く
築
地
に
「
松
竹
合

名
社
」
を
設
立
し
た
。
そ
の
時
に
掲
げ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
、「
東
洋
の

ハ
リ
ウ
ッ
ド
」
！
男
・
竹
次
郎
の
胸
の
高
ま
り
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

竹
次
郎
の
凄
い
と
こ
ろ
は
、
稀
有
壮
大
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
実
現
の
た

め
の
具
体
的
な
諸
施
策
を
打
ち
出
し
た
こ
と
だ
。
監
督
、
俳
優
等
の

質
を
高
め
る
た
め
に
設
立
し
た
の
が
「
松
竹
キ
ネ
マ
研
究
所
」。
校

長
に
は
当
時
の
新
劇
革
新
の
旗
頭
と
し
て
知
ら
れ
た
小
山
内
薫
を 

迎
え
入
れ
た
。
次
に
本
場
ハ
リ
ウ
ッ
ド
か
ら
最
新
機
材
の
導
入
と
人

材
を
招
聘
し
た
。
そ
の
中
心
人
物
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
が
ア
メ
リ

カ
で
も
名
前
が
売
れ
て
い
た
カ
メ
ラ
マ
ン
で
監
督
も
こ
な
す
ヘ
ン

リ
ー
・
小
谷
だ
っ
た
。 

 

映
画
会
社
と
し
て
不

可
欠
な
撮
影
所
と
し
て

最
終
的
に
選
ば
れ
た
の

が
蒲
田
だ
っ
た
。
大
宮
、

鶴
見
、吉
祥
寺
等
の
候
補

地
と
比
較
し
た
結
果
、都

心
か
ら
の
交
通
の
便
、既

存
建
物
の
活
用
の
観
点

で
蒲
田
東
口
に
ほ
ど
近

い
六
千
坪
の
土
地
が
東

洋
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
地
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
大
正
九
年
（
一
九
二

〇
）
六
月
中
旬
に
「
松
竹
キ
ネ
マ
蒲
田
撮
影
所
」
の
看
板
が
掲
げ
ら

れ
映
画
製
作
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。 

当
時
の
新
聞
、
雑
誌
に
は
概
ね
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

「
蒲
田
の
泥
だ
ら
け
の
地
に
松
竹
は
撮
影
所
の
看
板
を
掲
げ
た
。
何

が
東
洋
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
か
？
」。
蒲
田
は
元
来
水
は
け
が
悪
く
水
質

の
極
め
て
悪
い
地
で
あ
り
、
ひ
と
雨
降
ろ
う
も
の
な
ら
泥
田
、
撮
影

所
内
の
人
呼
ん
で
「
蓋
な
し
の
池
」
は
メ
タ
ン
ガ
ス
の
悪
臭
が

漂
っ
て
い
た
と
い
う
。 

 

更
に
ヘ
ン
リ
ー
・
小
谷
の
日
本
到
着
が
遅
れ
る
と
い
う
不
測
の
事

態
。
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
一
一
月
一
日
、
歌
舞
伎
座
を
舞
台
に

山
田
耕
作
指
揮
の
大
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
演
奏
を
幕
開
け
に
開
催
し
た

特
別
試
写
会
「
島
の
女
」
は
観
客
か
ら
失
笑
が
漏
れ
る
ほ
ど
酷
い
作

品
と
な
っ
た
。
一
方
、
小
山
内
薫
指
揮
の
も
と
に
撮
影
が
ス
タ
ー
ト

し
た
「
路
上
の
霊
魂
」
は
小
山
内
の
急
病
に
よ
り
大
幅
に
完
成
が
遅

れ
た
挙
句
、
作
品
内
容
は
難
解
で
一
般
受
け
し
な
か
っ
た
。 

 

映
画
に
手
を
出
す
こ
と
に
批
判
的
だ
っ
た
歌
舞
伎
俳
優
か
ら
は

「
そ
れ
見
た
こ
と
か
」
と
嘲
笑
さ
れ
、
松
竹
株
主
た
ち
か
ら
は
映
画

は
所
詮
金
食
い
虫
、
損
す
る
ば
か
り
と
強
く
批
判
さ
れ
た
。
一
八
歳

で
芝
居
経
営
を
始
め
て
か
ら
順
風
満
帆
に
演
劇
界
を
牛
耳
っ
て
き

た
男
が
初
め
て
味
わ
う
大
き
な
挫
折
だ
っ
た
。 

 

「松竹キネマ蒲田撮影所」正面入口 
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「
女
優
の
松
竹
の
萌
芽
」 

松
竹
を
語
る
場
合
「
女
優
の
松
竹
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
は
松
竹
蒲
田
～
大
船
時
代
に
百
花
繚
乱
の
女
優
を
輩
出
し
た

こ
と
に
も
よ
る
が
、
そ
の
源
は
第
一
回
作
品
「
島
の
女
」
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

松
竹
が
「
島
の
女
」
で
起
用
し
た
川
田
芳
子
は
日
本
映
画
史
上
初

の
映
画
専
門
本
格
女
優
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
日
本
の
映
画
は
歌
舞
伎

に
倣
っ
て
出
演
者
は
男
に
限
り
女
は
出
演
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
実
際
は
舞
台
と
違
っ
て
役
者
の
顔
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

る
映
画
に
出
て
く
る
白
塗
り
の
女
形
は
決
し
て
見
栄
え
が
良
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
世
間
は
日
本
人
形
を
思
わ
せ
る
川
田
芳
子
に
目

を
奪
わ
れ
た
。
彼
女
は
松
竹
蒲
田
の
中
心
女
優
と
し
て
そ
の
後
も
活

躍
し
蒲
田
、
女
塚
に
「
川
田
御
殿
」
と
称
さ
れ
た
豪
邸
に
住
ん
だ
。 

 

ジ
オ
ラ
マ
は
ヘ
ン
リ
ー
・
小
谷
の
汚
名
返
上
と
ば
か
り
取
り
組
ん

だ
「
虞
美
人
草
」
の
撮
影
風
景
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
主
演

を
演
じ
た
の
が
栗
島
す
み
子
。
彼
女
は
映
画
初
出
演
な
が
ら
監
督
の

厳
し
い
指
導
に
耐
え
な
が
ら
見
事
に
役
を
演
じ
き
っ
た
。
こ
の
作
品

は
基
本
的
に
は
新
派
の
流
れ
を
く
む
悲
劇
な
の
だ
が
中
国
の
時
代

劇
的
色
合
い
も
加
え
て
い
る
。 

 

映
画
デ
ビ
ュ
ー
の

栗
島
す
み
子
は
撮
影

ス
タ
ッ
フ
に
囲
ま
れ

て
城
門
前
で
懸
命
に

演
技
を
続
け
て
い
る
。

美
し
さ
に
加
え
人

懐
っ
こ
い
笑
顔
、
た
ち

ま
ち
の
う
ち
に
彼
女

は
日
本
初
の
ア
イ
ド

ル
女
優
と
し
て
「
日
本

の
恋
人
」
と
ま
で
呼
ば

れ
る
存
在
と
な
っ
た
。

彼
女
の
人
気
は
驚
異

的
、
今
で
も
都
内
唯
一

の
ブ
ロ
マ
イ
ド
店
で
あ
る
浅
草
「
マ
ル
ベ
ル
堂
」
に
よ
れ
ば
当
時
す

み
子
の
写
真
は
毎
日
三
千
～
四
千
枚
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
と
い
う

記
録
が
残
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
時
期
に
芽
生
え
た
「
女
優
の
松
竹
」
は
日
本
初
の
国
際
女
優

と
言
わ
れ
た
田
中
絹
代
、
小
津
安
二
郎
と
の
コ
ン
ビ
で
伝
説
の
女
優

川田芳子  ブロマイド 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583037555/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qYXBhbmVzZWNsYXNzLmpwL3RyZW5kcy9hYm91dC8lRTUlQjclOUQlRTclOTQlQjAlRTglOEElQjMlRTUlQUQlOTA-/RS=%5eADB32BEita8PtqBfXd6bW3jJQlD0Ms-;_ylt=A2Riolzy6lleAlwA0hCU3uV7
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と
な
っ
た
原
節
子
を
は
じ
め
高
峰
三
枝
子
、
岸
恵
子
、
久
我
美
子
、

有
馬
稲
子
、
岡
田
茉
莉
子
、
香
川
京
子
、
倍
賞
千
恵
子
、
岩
下
志
麻

等
、
ま
さ
に
キ
ラ
星
の
如
き
大
女
優
が
松
竹
を
住
処
と
し
て
大
活
躍

し
た
。 

 

「
窮
地
を
救
っ
た
野
村
芳
亭
（
ほ
う
て
い
）」 

松
竹
が
掲
げ
た
使
命
の
ひ
と
つ
が
映
画
の
近
代
化
で
あ
る
。
し
か

し
、
会
社
が
利
益
を
挙
げ
な
け
れ
ば
先
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
大
谷
竹
次
郎
は
松
竹
蒲
田
の
飛
車
角
で
あ
っ
た
ヘ
ン
リ

ー
・
小
谷
と
小
山
内
薫
と
の
契
約
を
解
除
し
た
。
前
者
は
あ
ま
り
に

も
高
額
な
給
料
が
会
社
内
で
波
紋
を
広
げ
た
こ
と
。
後
者
は
小
山
内

の
考
え
が
芸
術
に
偏
り
す
ぎ
て
大
衆
娯
楽
と
し
て
の
映
画
と
の
肌

合
い
の
違
い
が
歴
然
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。 

 

大
谷
竹
次
郎
、
人
生
最
大
の
危
機
を
救
っ
た
の
が
松
竹
キ
ネ
マ
の

理
事
と
し
て
竹
次
郎
の
個
人
的
相
談
役
を
し
て
い
た
京
都
出
身
の

野
村
芳
亭
だ
っ
た
。
彼
は
竹
次
郎
に
こ
う
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
た
。

「
バ
タ
臭
い
（
小
山
内
薫
）
の
は
あ
き
ま
へ
ん
、
片
仮
名
（
ヘ
ン
リ

ー
・
小
谷
）
も
要
り
ま
へ
ん
な
ー
」。 

こ
の
言
葉
に
野
村
芳
亭
の
映
画
つ
く
り
の
方
向
性
が
表
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
従
来
の
活
動
写
真
が
好
ん
だ
新
派
風
の
味
付

け
で
お
客
の
心
に
訴
え
か
け
よ
う
と
し
た
の
だ
。 

 

当
時
、
上
京
し
て
浅
草
で
芝
居
小
屋
を
経
営
し
て
い
た
芳
亭
は
竹

次
郎
の
頼
み
を
受
け
て
自
ら
が
メ
ガ
フ
ォ
ン
を
執
り
「
夕
刊
売
り
」

の
タ
イ
ト
ル
の
作
品
を
た
っ
た
一
日
で
撮
り
終
え
た
。
こ
の
作
品
は

親
思
い
の
夕
刊
売
り
の
少
年
の
美
談
で
あ
り
大
衆
の
心
を
つ
か
む

ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
。 

 

野
村
芳
亭
は
次
々
と
ヒ
ッ
ト
を
と
ば
せ
た
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も

最
も
有
名
な
作
品
が
「
母
」
で
あ
っ
た
。
川
田
芳
子
、
五
月
信
子
、

栗
島
す
み
子
、
蒲
田
三
大
女
優
を
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
を
生
か
し
た

「
生
み
の
母
」「
育
て
の
母
」「
義
理
の
母
」
と
し
て
起
用
し
た
作
品

は
大
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
。 

 

こ
の
と
き
、
映
画
進
出
は
松
竹
よ
り
先
ん
じ
て
い
た
日
活
が
女
形

を
廃
止
し
、
す
べ
て
女
優
に
切
り
替
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

松
竹
キ
ネ
マ
の
経
営
状
態
は
回
復
し
竹
次
郎
も
愁
眉
を
開
い
た
。

し
か
し
、
彼
の
胸
中
は
複
雑
だ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
収
益
は
改
善
し

危
機
を
脱
し
た
と
は
い
え
今
作
っ
て
い
る
映
画
は
竹
次
郎
が
目
論

ん
だ
近
代
映
画
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。 

 

「
切
り
札
・
城
戸
四
郎
登
場
！
」 

大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
関
東
を
襲
っ
た
未
曾
有
の
大
地
震
（
関

東
大
震
災
）
の
影
響
を
直
接
被
っ
た
蒲
田
撮
影
所
は
倒
壊
し
た
。
大

谷
竹
次
郎
は
京
都
の
下
賀
茂
に
急
遽
借
り
撮
影
所
を
設
け
、
蒲
田
の

大
半
の
所
員
は
関
西
の
地
で
映
画
製
作
を
続
行
し
た
。
こ
の
大
災
害

日
本
の
恋
人 

栗
島
す
み
子 

 

ブ
ロ
マ
イ
ド 
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が
文
字
通
り
「
災
い
転
じ
て
福
と
な
す
」、
竹
次
郎
が
か
ね
て
か
ら

見
込
ん
だ
男
、
城
戸
四
郎
の
映
画
現
場
登
場
と
な
っ
た
。 

 

城
戸
四
郎
は
日
本
に
お
け
る
西
洋
料
理
の
先
駆
け
と
さ
れ
る
「
精

養
軒
」
創
業
者
の
北
村
重
威
の
孫
と
し
て
生
ま
れ
た
。
一
高
か
ら
東

大
へ
と
進
ん
だ
エ
リ
ー
ト
だ
が
文
武
両
道
に
秀
で
た
熱
血
漢

だ
っ
た
。
一
高
時
代
は
野
球
部
の
主
将
と
し
て
チ
ー
ム
を
纏
め
京
都

の
雄
、
三
高
と
京
都
で
激
戦
を
制
し
肩
車
に
担
が
れ
て
町
を
練
り
歩

い
た
。「
天
下
の
北
村
四
郎
こ
こ
に
あ
り
！
」、
彼
の
叫
び
声
が
京
都

に
こ
だ
ま
し
た
。 

 

当
時
の
「
精
養
軒
」
の
本
社
は
築
地
に
あ
り
、
松
竹
本
社
と
は
目

と
鼻
の
先
だ
っ
た
こ
と
で
大
谷
竹
次
郎
は
店
の
常
連
だ
っ
た
。
竹
次

郎
は
城
戸
四
郎
を
一
目
見
た
時
か
ら
惚
れ
込
み
、
彼
独
特
の
熱
の
こ

も
っ
た
強
引
な
口
説
き
で
松
竹
キ
ネ
マ
に
入
社
さ
せ
る
こ
と
に
成

功
し
た
。
城
戸
四
郎
は
も
と
も
と
、
銀
行
入
社
が
内
定
し
、
の
ち
に

は
新
聞
記
者
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
の
で
竹
次
郎

の
口
説
き
に
屈
し
た
の
は
誤
算
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
四
郎

は
こ
う
決
意
し
た
。「
映
画
と
い
う
も
の
は
現
在
社
会
的
地
位
が
低

い
存
在
だ
。
だ
か
ら
自
分
の
手
で
映
画
の
存
在
意
義
を
知
ら
し
め
て

高
く
し
て
い
き
た
い
」。
そ
の
後
、
四
郎
は
竹
次
郎
の
縁
戚
に
婿
養

子
と
な
り
城
戸
姓
を
名
乗
り
、
竹
次
郎
の
右
腕
と
し
て
松
竹
ば
か
り

か
日
本
映
画
の
近
代
化
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
。 

 

「
近
代
映
画
の
つ
ぼ
み
」 

松
竹
キ
ネ
マ
本
社
の
経
理
か
ら
蒲
田
撮
影
所
に
到
着
し
た
城
戸

四
郎
は
現
場
を
見
て
声
を
失
っ
た
。
瓦
礫
の
山
、
泥
だ
ら
け
の
土
地
、

ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
？
こ
う
な
っ
た
ら
、
蒲
田
に
残
っ
て
い
る
数

少
な
い
人
た
ち
を
同
志
と
思
い
胸
襟
を
開
き
話
を
聞
こ
う
。
四
郎
は

大
道
具
、
小
道
具
、
照
明
係
等
の
現
場
の
人
た
ち
と
話
し
て
い
く
う

ち
に
自
分
の
気
持
ち
が
高
揚
し
闘
志
が
わ
い
て
き
た
。
何
故
な
ら
現

場
の
人
た
ち
全
員
の
意
見
は
説
得
力
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
何
よ

り
も
嬉
し
か
っ
た
の
は
彼
ら
か
ら
映
画
に
注
ぐ
愛
情
の
深
さ
が
ひ

し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。「
皆
、
よ
り
良
い
映
画
に
青

春
を
か
け
た
同
志
な
の
だ
。
よ
ー
し
、
や
っ
て
や
る
ぞ
！
」。 

 

酒
、
ば
く
ち
、
女
、
な
ん
で
も
ご
ざ
れ
、
風
変
わ
り
で
ハ
チ
ャ
メ

チ
ャ
な
男
と
の
出
会
い
が
日
本
の
映
画
に
革
命
を
起
こ
す
端
緒
と

な
っ
た
。
そ
の
男
は
監
督
で
名
前
を
島
津
保
次
郎
と
い
う
。
学
歴
の

全
く
な
い
島
津
は
エ
リ
ー
ト
学
歴
の
四
郎
に
対
し
最
初
は
反
感
を

覚
え
て
い
た
が
、
お
互
い
に
江
戸
っ
子
「
お
い
、
お
前
」
の
仲
に

な
っ
て
酒
を
酌
み
交
わ
す
ま
で
に
な
る
の
に
時
間
は
か
か
ら
な

か
っ
た
。 

 

二
人
の
映
画
に
対
す
る
意
見
は
一
致
し
て
い
た
。
時
代
が
か
っ
た

非
現
実
的
な
内
容
の
作
品
が
映
画
の
本
流
で
は
な
い
。
日
常
的
に
起

こ
る
現
実
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
り
、
観
客
の
心
を
和
ま
せ
る
の
が
、
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こ
れ
か
ら
の
映
画
な
の
で
は
な
い
か
。
特
に
、
大
震
災
で
人
々
は
疲

弊
し
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
映
画
を
観
て
ホ
ッ
と
し
た
気
持
ち
を

味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
。 

 

竹
次
郎
に
は
内
緒
で
二
人
は
自
分
た
ち
で
作
っ
た
シ
ナ
リ
オ
を
も

と
に
制
作
し
た
「
お
父
さ
ん
」
を
震
災
後
の
バ
ラ
ッ
ク
が
立
ち
並
ぶ

浅
草
で
公
開
し
た
。
父
と
娘
の
日
常
を
温
か
く
見
守
る
筋
書
き
、
女

優
と
し
て
駆
け
出
し
の
水
谷
八
重
子
の
可
愛
さ
と
と
も
に
映
画
は

大
評
判
を
と
っ
た
。
城
戸
四
郎
と
島
津
保
次
郎
は
祝
杯
を
挙
げ
、
し

て
や
っ
た
り
と
叫
ん
だ
。「
見
ろ
よ
、
金
ば
か
り
か
け
な
く
て
も
人

が
観
た
い
映
画
は
作
れ
る
の
だ
。
映
画
の
テ
ー
マ
は
身
近
な
と
こ
ろ

に
沢
山
転
が
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
」。
こ
の
考
え
方
が
、
そ
の
後
、

「
松
竹
蒲
田
調
」
そ
し
て
「
松
竹
大
船
調
」
と
な
っ
て
日
本
の
映
画

界
を
牽
引
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
こ
の
時
の
二
人
は
夢
に

も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

「
城
戸
四
郎
と
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ
・
シ
ス
テ
ム
」 

関
東
大
震
災
を
契
機
に
松
竹
キ
ネ
マ
は
蒲
田
に
加
え
て
京
都
に

撮
影
所
を
設
け
た
。
大
谷
竹
次
郎
は
二
つ
の
撮
影
所
の
役
割
を
明
確

に
し
た
。
京
都
は
時
代
劇
の
製
作
を
主
と
し
野
村
芳
亭
が
所
長
の
任

に
当
た
り
、
蒲
田
撮
影
所
は
城
戸
四
郎
所
長
の
下
、
現
代
劇
を
主
に

製
作
し
た
。 

 

第
四
回
蒲
田
映
画
祭
（
二
〇
一
六
年
）
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
お
招
き

し
た
岡
田
茉
莉
子
さ
ん
の
父
（
岡
田
時
彦
）
は
美
男
俳
優
と
し
て
女

性
フ
ァ
ン
を
魅
了
し
た
だ
け
で
な
く
小
津
安
二
郎
御
贔
屓
の
俳
優

と
し
て
松
竹
蒲
田
で
大
活
躍
し
た
。
ま
た
、
岡
田
茉
莉
子
さ
ん
ご
自

身
も
東
宝
か
ら
松
竹
に
移
籍
し
看
板
女
優
と
し
て
大
活
躍
、
城
戸
四

郎
所
長
に
可
愛
が
ら
れ
た
。 

 

岡
田
茉
莉
子
さ
ん
は
蒲
田
映
画
祭
で
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
お
ら

れ
た
。「
城
戸
さ
ん
に
は
非
常
に
良
く
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ

の
こ
ろ
の
松
竹
は
東
宝
と
比
べ
る
と
家
庭
的
で
温
か
い
空
気
が
撮

影
所
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。
監
督
さ
ん
を
中
心
と
し
た
映
画
つ
く
り

の
方
針
が
き
ち
ん
と
し
て
、
ま
と
ま
り
が
良
か
っ
た
で
す
ね
」。 

 

こ
れ
が
、
城
戸
四
郎
が
蒲
田
時
代
に
築
い
た
監
督
を
頂
点
と
し
た

映
画
製
作
、「
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ
・
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
日
本
映

画
初
期
の
こ
ろ
は
最
初
の
大
ス
タ
ー
と
言
わ
れ
た
尾
上
松
之
助
は

じ
め
多
く
の
大
ス
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を

作
り
、
自
分
の
顔
見
世
映
画
を
監
督
に
指
示
し
作
っ
て
い
た
。
こ
の

ま
ま
で
は
映
画
は
何
時
ま
で
経
っ
て
も
歌
舞
伎
の
域
を
脱
出
で
き

な
い
。
四
郎
は
旧
態
然
と
し
た
悪
習
に
風
穴
を
開
け
日
本
映
画
の
近

代
化
を
促
進
し
た
。 

 

「
松
竹
蒲
田
調
」 

 
城
戸
四
郎
の
功
績
と
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
が
「
蒲
田
調
」

と
言
わ
れ
一
世
を
風
靡
す
る
こ
と
と
な
っ
た
松
竹
蒲
田
映
画
が
フ

松竹蒲田男優三羽烏ブロマイド 真ん中が岡田時彦 

第
四
回
蒲
田
映
画
祭 

 

岡
田
茉
莉
子
ト
ー
ク
シ
ョ
ー 

チ
ラ
シ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583039506/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ndGFnLmFtZWJhLmpwL25ld3MvJUU2JTlEJUJFJUU3JUFCJUI5JUU4JTkyJUIyJUU3JTk0JUIw/RS=%5eADBcGLK1VPyGQTBUDi61wK6SeUEGcY-;_ylt=A2RimVKS8lleqWIA.AeU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583039571/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWVibG8uanAva3otc2FjaHNlbmhhdXNlbjE5NDUwNDIxL2VudHJ5LTEyMzA4MzM3NjExLmh0bWw-/RS=%5eADBCF2mJNIB3dVmL2m_ktEy9qkva8w-;_ylt=A2Rivc_T8lledBkAQiSU3uV7
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ァ
ン
に
伝
え
る
独
特
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
城
戸
四
郎
自
身
の
言

葉
で
松
竹
蒲
田
調
を
紹
介
し
よ
う
。「
映
画
つ
く
り
の
基
本
は
人
間

社
会
で
起
き
る
身
近
な
出
来
事
を
通
じ
て
人
間
を
直
視
す
る
こ
と

だ
。
私
に
言
わ
せ
る
と
人
間
は
誰
し
も
が
欠
点
を
持
ち
、
い
ろ
い
ろ

な
面
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
実
の
人
間
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
真

実
を
掘
り
下
げ
る
の
が
映
画
芸
術
な
の
だ
が
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
面

を
温
か
く
明
る
い
気
持
ち
で
見
る
の
と
、
暗
い
気
持
ち
で
見
る
見
方

が
あ
る
。
松
竹
と
し
て
は
人
生
を
温
か
く
希
望
を
持
っ
た
明
る
さ
で

見
よ
う
と
心
が
け
る
。
結
論
を
言
う
と
映
画
の
基
本
は
救
い
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
見
た
人
間
に
失
望
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て

は
い
け
な
い
。
日
常
感
覚
で
弱
者
を
温
か
く
見
つ
め
る
ユ
ー
モ
ア
と

ペ
ー
ソ
ス
を
持
ち
、
お
客
様
に
ホ
ッ
と
し
た
感
じ
を
持
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
な
作
品
、
そ
れ
が
松
竹
蒲
田
調
な
の
で
す
」。 

  

松
竹
蒲
田
調
を
基
本
と
し
た
映
画
つ
く
り
は
撮
影
所
が
大
船
に

移
転
し
て
も
変
わ
ら
ず
に
継
承
さ
れ
松
竹
大
船
調
と
し
て
日
本
映

画
の
一
大
潮
流
と
な
っ
て
多
く
の
映
画
関
係
者
、
フ
ァ
ン
に
支
持
さ

れ
て
い
っ
た
。 

  

こ
の
よ
う
に
し
て
、
昭
和
初
期
（
一
九
二
〇
年
代
後
半
）
に
は
城

戸
四
郎
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
甲
斐
あ
っ
て
松
竹
は
映
画
会
社
と

し
て
先
輩
格
の
日
活
を
追
い
抜
き
名
実
と
も
に
日
本
映
画
の
盟
主

と
し
て
君
臨
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。 

 

「
蒲
田
行
進
曲
」
誕
生 

 

今
で
も
Ｊ
Ｒ
蒲
田
駅
の
シ
ン
ボ
ル
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
る
「
蒲
田
行
進
曲
」
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、
撮
影
所

一
〇
周
年
記
念
映
画
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
と
し
て
誕
生
し
た
。
記
念
映

画
の
タ
イ
ト
ル
は
「
親
父
と
そ
の
子
」、
メ
ガ
フ
ォ
ン
を
執
っ
た
の

は
城
戸
四
郎
が
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
五
所
平
之
助
だ
っ
た
。
記
念
映

画
と
言
っ
て
も
仰
々
し
い
内
容
の
作
品
で
は
な
く
、
一
般
家
庭
の
親

子
の
情
愛
と
信
頼
を
さ
り
げ
な
く
描
く
、
す
な
わ
ち
「
松
竹
蒲
田
調
」

の
真
骨
頂
と
も
い
え
る
作
品
だ
っ
た
。 

  

テ
ー
マ
ソ
ン
グ
と
な
っ
た
「
蒲
田
行
進
曲
」
の
メ
ロ
デ
ィ
は
西
欧

の
オ
ペ
レ
ッ
タ
「
放
浪
の
王
者
」
の
主
題
歌
で
あ
る
「
放
浪
者
の
歌
」

を
借
用
し
て
い
る
。
作
詞
を
担
当
し
た
の
は
当
時
、
松
竹
の
音
楽
部

に
在
籍
し
て
い
た
堀
内
敬
三
で
あ
る
。
彼
は
若
い
こ
ろ
に
渡
米
し
ミ

シ
ガ
ン
大
学
で
機
械
工
学
を
学
ん
だ
俊
英
な
の
だ
が
同
時
に
音
楽

が
大
好
き
で
帰
国
後
、
同
人
雑
誌
を
発
刊
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二

九
）
に
は
慶
應
義
塾
大
学
の
応
援
歌
「
若
き
血
」
の
作
詞
・
作
曲
を

手
掛
け
た
。 

 

「
蒲
田
行
進
曲
」
の
歌
詞
に
は
希
望
に
燃
え
て
映
画
つ
く
り
に
青

春
を
か
け
る
若
者
の
躍
動
と
映
画
と
と
も
に
力
強
く
歩
む
街
・
蒲
田

が
謳
わ
れ
て
い
る
。 

 
「
虹
の
都
、
光
の
湊
（
み
な
と
）、
キ
ネ
マ
の
天
地
、
春
の
蒲
田
、
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花
咲
く
蒲
田
、
白
日
の
夢
、
あ
ふ
る
る
処
、
輝
く
緑
さ
え
、
と
こ
し

え
の
憧
れ
に
、
生
き
る
蒲
田
、
若
き
蒲
田
、
キ
ネ
マ
の
都
」。 

 

「
小
津
安
二
郎
の
原
点
」 

 

日
本
が
世
界
に
誇
る
名
匠
・
小
津
安
二
郎
の
出
発
は
蒲
田
撮
影
所

か
ら
始
ま
っ
た
。
小
津
は
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
撮
影
所
助
手

と
し
て
入
所
し
た
。
そ
の
後
、
喜
劇
を
得
意
と
し
“
ほ
と
け
の
忠
さ

ん
”
と
だ
れ
か
ら
も
慕
わ
れ
た
大
久
保
忠
素
監
督
の
助
監
督
と
し
て

映
画
を
学
ん
で
い
っ
た
。
小
津
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
こ
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。「
大
久
保
さ
ん
は
私
に
と
っ
て
唯
一
の
師
匠
で
あ
り
、

監
督
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
こ

と
が
大
変
役
に
立
ち
ま
し
た
」。 

  

大
久
保
監
督
か
ら
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を
吸
収
し
た
小
津
安
二

郎
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）、
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
は
無
論
の
こ
と

日
本
映
画
史
上
の
最
高
傑
作
と
の
呼
び
声
高
い
「
大
人
の
見
る
絵
本 

 

生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
」
を
世
に
送
っ
た
。 

  

完
成
試
写
会
の
あ
と
の
城
戸
所
長
の
感
想
で
あ
る
。「
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
社
会
を
皮
肉
に
見
つ
め
な
が
ら
も
、
家
族
の
生
活
を
微
笑
ま
し

く
生
き
生
き
と
描
い
た
小
津
ら
し
い
作
品
だ
。
ほ
ろ
り
と
さ
せ
て
、

問
わ
ず
語
り
に
テ
ー
マ
を
訴
え
か
け
る
彼
独
特
の
作
風
が
完
成
の

域
に
近
づ
い
た
ね
」。
本
作
品
以
降
、
翌
年
の
「
出
来
ご
こ
ろ
」、
翌
々

年
の
「
浮
草
物
語
」、
小
津
の
作
品
は
三
年
連
続
キ
ネ
マ
旬
報
誌
の

ベ
ス
ト
ワ
ン
に
輝
い
た
。
こ
れ
は
、
キ
ネ
マ
旬
報
史
上
、
戦
前
戦
後

を
通
じ
て
唯
一
の
快
挙
で
あ
る
。 

  

小
津
安
二
郎
独
特
の
映
画
美
学
に
若
干
触
れ
て
み
た
い
。
映
画
の

常
識
は
初
期
に
活
動
写
真
と
呼
ば
れ
た
ご
と
く
絵
が
動
く
こ
と
に

あ
り
、
被
写
体
を
追
っ
て
カ
メ
ラ
が
自
由
に
動
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
小
津
は
カ
メ
ラ
が
動
く
と
い
う
映
画
本
来
の
特
性
を
敢

え
て
否
定
し
、
忍
耐
強
く

カ
メ
ラ
を
固
定
し
な
が
ら

回
し
続
け
る
。
そ
れ
で
い

な
が
ら
、
程
よ
い
テ
ン
ポ

を
生
み
出
す
と
い
う
誰
も

が
ま
ね
で
き
な
い
表
現
様

式
を
蒲
田
の
時
代
か
ら
試

み
、
戦
後
の
大
船
撮
影
所

時
代
に
世
界
が
感
嘆
し
た

名
作
「
東
京
物
語
」
と
し

て
花
開
い
て
い
っ
た
。 

 

「
あ
る
日
の
蒲
田
撮
影
所
」 

ジ
オ
ラ
マ
画
像
の
中
央
下
の
横
長
の
建
物
が
事
務
棟
で
あ
り
、
所

長
室
も
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
城
戸
四
郎
所
長
は
席
を
温
め
る
暇

も
あ
ら
ば
こ
そ
、
外
に
出
て
精
力
的
に
歩
き
回
っ
た
。
そ
こ
に
は
出

番
を
待
つ
人
、
ベ
ン
チ
で
束
の
間
の
休
息
を
憩
う
者
、
様
々
で
あ
る
。 
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城
戸
は
通
り
か
か
っ
た
年
老
い
た
大
道
具
担
当
に
声
を
か
け
た 

「
ち
ょ
っ
と
君
の
意
見
を
聞
き
た
い
の
だ
が
、
京
都
か
ら
や
っ
て
き

た
田
中
絹
代
っ
て
ど
う
だ
い
？ 

新
作
の
主
役
に
思
い
切
っ
て
抜
擢

を
考
え
て
い
る
の
だ
が
」。 

即
座
に
答
え
が
返
っ
て
き
た
。 

「
田
中
絹
代
で
す
か
、
彼
女
な
ら
や
れ
る
と
思
い
ま
す
よ
。
な
に
し

ろ
映
画
に
向
き
合
う
姿
勢
が
真
面
目
で
す
か
ら
」。 

 

喜
劇
王
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
若
き
日
の
斎
藤
寅
次
郎
が

ス
タ
ジ
オ
か
ら
仕
事
を
終
え
て
出
て
き
た
。 

 

城
戸
四
郎
は
す
か
さ
ず
声
を
か
け
た
。 

 

「
な
ん
だ
い
寅
さ
ん
、
も
う
撮
影
終
わ
っ
た
の
？
ば
か
に
早
い
じ

ゃ
な
い
か
」。 

 

「
所
長
、
知
っ
て
る
で
し
ょ
う
。
早
い
の
は
僕
の
取
柄
っ
て
い
う

こ
と
を
」。 

 

「
早
い
だ
け
じ
ゃ
ダ
メ
な
ん
だ
よ
。
お
客
が
来
な
け
り
ゃ
・
・
・
・
・
」 

 

「
任
せ
な
い
、
絶
対
当
た
り
ま
す
か
ら
。
今
、
封
切
ら
れ
て
い
る

『
西
部
戦
線
異
状
な
し
』
が
す
ご
い
人
気
で
し
ょ
う
。
僕
の
新
作
の

タ
イ
ト
ル
は
『
全
部
精
神
異
常
あ
り
』、
ね
！
い
け
る
で
し
ょ
う
」。 

 

「
そ
り
ゃ
、
笑
え
る
ね
。
お
前
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
天
才
だ
ね
」。 

  

小
津
安
二
郎
の
撮
影
現
場
は
常
に
静
寂
が
漂
っ
て
い
る
。
そ
の
中

で
小
津
安
二
郎
が
事
細
か
く
演
技
指
導
し
て
い
る
。
よ
く
見
て
い
る

と
、
卓
袱
台
の
上
に
置
い
て
あ
る
小
道
具
の
位
置
ま
で
自
分
で
決
め

て
い
る
。
カ
メ
ラ
の
位
置
は
ほ
か
の
監
督
に
比
べ
低
い
、
俗
に
い
う

ロ
ー
ア
ン
グ
ル
だ
。 

 

「
静
か
だ
ね
ー
こ
こ
は
、
と
こ
ろ
で
あ
ん
た
の
作
品
は
専
門
家
の

評
判
は
抜
群
だ
け
ど
、
お
客
さ
ん
の
入
り
が
芳
し
く
な
い
ん
だ
。
そ

こ
を
何
と
か
し
て
よ
」。 

 

「
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
も
う
少
し
の
我
慢
で
す
。
今
に
た
く
さ
ん

入
り
ま
す
か
ら
」。 

 

「
そ
う
か
、
そ
れ
な
ら
安
心
、
任
せ
た
よ
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
低

い
カ
メ
ラ
の
位
置
は
役
者
さ
ん
に
と
っ
て
、
ど
う
な
ん
だ
い
？
」。 

 

「
こ
の
低
い
位
置
は
日
本
座
敷
に
座
る
こ
と
を
念
頭
に
し
て
い
る

の
で
す
よ
。
確
か
に
、
特
に
女
優
さ
ん
に
と
っ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

は
ち
ょ
っ
と
辛
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
立
ち
姿
は
綺
麗
に
撮
れ
ま

す
よ
」。 

  

城
戸
四
郎
は
脚
本
部
に
必
ず
立
ち
寄
る
の
が
日
課
だ
っ
た
。
こ
こ

に
は
小
津
安
二
郎
の
盟
友
と
言
わ
れ
た
名
脚
本
家
の
野
田
高
悟
を

は
じ
め
北
村
小
松
、
池
田
忠
雄
、
伏
見
晃
等
の
精
鋭
が
侃
々
諤
々
と

意
見
を
戦
わ
せ
て
い
る
。
四
郎
も
そ
の
輪
に
加
わ
り
丁
々
発
止
と
議

論
を
楽
し
ん
だ
。
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
が
男
た
ち
に
混
じ
っ
て
紅
一

点
、
日
本
初
の
女
性
映
画
脚
本
家
の
水
島
あ
や
め
で
あ
る
。
彼
女
は

松
竹
蒲
田
の
脚
本
部
に
一
〇
年
間
在
籍
し
て
二
八
作
品
の
脚
本
を

手
掛
け
女
性
の
社
会
進
出
の
先
駆
者
と
な
っ
た
。 
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美
術
部
に
は
日
本
初
期
の
映
画
の
巨
匠
、
溝
口
健
二
を
支
え
た
水

谷
浩
、
日
本
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
草
分
け
で
札
幌
五
輪
の

ポ
ス
タ
ー
を
手
掛
け
た
河
野
鷹
思
、
映
画
監
督
も
務
め
た
脇
田
世
根

一
（
よ
ね
か
ず
）、
日
本
美
術
界
の
パ
イ
オ
ニ
ア
が
新
た
な
デ
ザ
イ

ン
の
開
発
に
力
を
傾
注
し
て

い
た
。 

  

音
楽
部
の
部
屋
か
ら
は
歌

声
と
と
も
に
白
熱
し
た
議
論

が
聞
こ
え
て
く
る
。「
蒲
田
行

進
曲
」
を
手
掛
け
た
堀
内
敬

三
、「
マ
ダ
ム
と
女
房
」
の
高

階
哲
夫
（
た
か
し
な
）
に
混

ざ
っ
て
髭
を
た
く
わ
え
た
見

慣
れ
な
い
顔
が
い
る
。
当
時
、

大
田
区
在
住
の
高
名
な
詩
人

で
あ
る
サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー
で
あ
る
。
彼
は
撮
影
所
の
人
間
で
は
な

い
の
だ
が
折
に
触
れ
て
こ
こ
を
訪
れ
音
楽
部
の
若
手
と
の
議
論
を

楽
し
ん
で
い
た
。 

  

「
松
竹
キ
ネ
マ
蒲
田
撮
影
所
」
は
さ
な
が
ら
健
全
な
身
体
と
精
神

を
持
っ
た
人
間
さ
な
が
ら
、
伸
び
や
か
に
行
動
し
、
呼
吸
し
成
長
を

遂
げ
て
い
っ
た
。
素
晴
ら
し
い
空
気
に
満
ち
溢
れ
た
蒲
田
撮
影
所
に

は
傑
作
、
名
作
と
評
価
さ
れ
る
映
画
が
生
ま
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
の

だ
。 

 

画
像
の
右
下

に
見
え
る
透
き

通
っ
た
建
物
、
グ

ラ
ス
ス
テ
ー
ジ

で
は
今
ま
さ
に
、

城
戸
四
郎
の
野

心
作
と
も
い
う

べ
き
映
画
の
撮

影
が
た
け
な
わ

だ
。
グ
ラ
ス
ス
テ

ー
ジ
と
は
映
画

初
期
の
頃
、
照
明

技
術
は
今
と
比
べ
は
る
か
に
劣
る
た
め
太
陽
光
線
を
取
り
入
れ
て

撮
影
を
行
う
ガ
ラ
ス
で
囲
わ
れ
た
特
別
な
建
屋
で
あ
る
。 

 

「
新
た
な
る
挑
戦 

～
ト
ー
キ
ー
技
術
の
完
成
～
」 

 

昭
和
二
年
（
一
〇
二
七
）、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
エ
ー

で
公
開
さ
れ
た
の
が
世
界
初
の
ト
ー
キ
ー
映
画
「
ジ
ャ
ズ
・
シ
ン
ガ

ー
」
だ
っ
た
。
画
面
か
ら
憧
れ
の
ス
タ
ー
の
声
そ
し
て
音
楽
が
聞
こ

え
て
く
る
。
映
画
に
大
き
な
革
命
が
起
こ
る
瞬
間
だ
っ
た
。 

  

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
か
ら
城
戸
四
郎
は
半
年
も
の
間
、
ア
メ

「
水
島
あ
や
め
の
生
涯
」 

 
 
 
 

因
幡
純
雄
著 

表
紙 
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リ
カ
に
滞
在
し
ト
ー
キ
ー
時
代
の
幕
開
け
を
確
信
し
た
。
帰
国
後
、

彼
は
松
竹
の
技
術
力
で
ト
ー
キ
ー
映
画
を
作
り
出
す
た
め
に
日
本

人
技
術
委
関
係
者
を
探
し
ま
わ
っ
た
。
し
か
し
、
四
郎
の
満
足
す
る

技
術
者
に
巡
り
合
う
こ
と
は
で
き
ず
ト
ー
キ
ー
映
画
の
公
開
は
日

活
に
先
を
越
さ
れ
た
。 

  
城
戸
四
郎
は
日
活
の
ト
ー
キ
ー
映
画
を
観
て
逆
に
自
信
を
深
め

た
。
何
故
な
ら
日
活
の
作
品
は
部
分
的
な
ト
ー
キ
ー
映
画
で
あ
り
、

技
術
は
稚
拙
極
ま
り
な
く
専
門
家
を
は
じ
め
新
聞
の
評
価
も
芳
し

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る 

  

「
灯
台
も
と
暗
し
」
を
地
で
行
く
出
会
い
が
突
如
訪
れ
た
。
四
郎

が
あ
る
日
大
阪
道
頓
堀
の©
松
竹
直
営
館
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と

だ
っ
た
。
映
画
館
の
専
属
楽
士
の
土
橋
（
つ
ち
は
し
）
兄
弟
が
独
自

に
レ
ベ
ル
の
高
い
ト
ー
キ
ー
技
術
を
開
発
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。
四
郎
は
す
ぐ
さ
ま
蒲
田
に
彼
ら
の
た
め
に
技
術
開
発
室
を

設
け
松
竹
独
自
の
ト
ー
キ
ー
映
画
製
作
に
着
手
し
た
。 

  

ジ
オ
ラ
マ
は
グ
ラ
ス
ス
テ
ー
ジ
で
撮
影
中
の
日
本
初
の
全
編
ト

ー
キ
ー
映
画
「
マ
ダ
ム
と
女
房
」
の
模
様
を
伝
え
て
い
る
。
監
督
は

五
所
平
之
助
、
主
演
女
優
に
は
城
戸
四
郎
自
ら
指
名
し
た
当
時
二
一

歳
の
田
中
絹
代
が
務
め
た
。
当
初
の
タ
イ
ト
ル
は
「
隣
の
雑
音
」

だ
っ
た
が
、
よ
り
モ
ダ
ン
な
感
覚
、「
松
竹
蒲
田
調
」
を
打
ち
出
す

た
め
に
「
マ
ダ
ム
と
女
房
」
に
変
更
さ
れ
た
。 

 

郊
外
の
新
興
住
宅
地
（
田
園
調
布
界
隈
）
を
舞
台
に
ト
ー
キ
ー
を

意
識
し
た
効
果
音
が
巧
み
に
使
わ
れ
映
画
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。
天

井
裏
を
駆
け
巡
る
ネ
ズ
ミ
の
足
音
、
猫
の
鳴
き
声
、
騒
ぎ
で
赤
ち
ゃ

ん
が
目
を
覚
ま
し
泣
き
じ
ゃ
く
る
。
突
如
、
隣
に
越
し
て
き
た
家
か

ら
大
音
響
の
ジ
ャ
ズ
音
楽
が
流
れ
主
人
公
の
作
家
の
頭
を
悩
ま
す
。

主
人
は
お
っ
と
り
刀
で
隣
家
に
怒
鳴
り
込
む
が
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な

マ
ダ
ム
が
現
れ
丸
め
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
挙
句
の
果
て
に
は
女
房
か

ら
マ
ダ
ム
と
の
仲
を
疑
わ
れ
家
庭
騒
動
に
発
展
す
る
。
し
か
し
、
最

後
は
大
流
行
し
て
い
た
ジ
ャ
ズ
の
名
曲
「
マ
イ
・
ブ
ル
ー
・
ヘ
ブ
ン

「マダムと女房」 
帽子をかぶって後ろ向きで座っているのが五所平之助監督 
和服姿で座っているのが主役の渡辺篤 
立っているのが田中絹代 
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（
私
の
青
空
）」
が
流
れ
る
中
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
。
見
終
わ
っ
た

観
客
は
曲
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
幸
せ
な
気
持
ち
で
家
路
に
つ
い
た
。 

  

「
マ
ダ
ム
と
女
房
」
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
キ
ネ
マ
旬
報

最
優
秀
作
品
と
し
て
高
い
評
価
を
得
た
。 

 

こ
の
作
品
に
贈
ら
れ
た
称
賛
の
言
葉
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う
。 

 

「
こ
の
作
品
で
日
本
映
画
は
明
る
い
未
来
に
大
き
く
踏
み
出
し

た
」。 

 

「
初
期
の
ト
ー
キ
ー
映
画
が
陥
っ
て
い
た
セ
リ
フ
と
音
響
過
多
を

排
除
し
た
城
戸
四
郎
の
大
勝
利
利
で
あ
る
」。 

 

「
本
作
品
で
日
本
に
も
ト
ー
キ
ー
あ
り
と
世
界
に
胸
を
張
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
」。 

  

城
戸
四
郎
の
新
た
な
挑
戦
、
世
界
と
互
角
に
渡
り
合
え
る
ト
ー
キ

ー
映
画
の
製
作
は
見
事
に
成
功
し
、
松
竹
は
近
代
日
本
映
画
の
文
字

通
り
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
先
頭
を
走
っ
て
い
っ
た
。 

 

「
蒲
田
モ
ダ
ン
」 

 

「
松
竹
キ
ネ
マ
蒲
田
撮
影
所
」
は
蒲
田
の
街
の
表
情
を
一
変
さ
せ

た
。
街
に
行
け
ば
ス
ク
リ
ー
ン
の
中
で
活
躍
す
る
憧
れ
の
ス
タ
ー
に

会
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
栗
島
す
み
子
、
田
中
絹
代
、
岡
田
時
彦
、

実
物
を
一
目
見
よ
う
と
多
く
の
人
々
が
押
し
か
け
蒲
田
駅
前
、
商
店

街
は
見
違
え
る
ば
か
り
に
活
況
を
呈
し
て
き
た
。 

 

東
口
に
は
古
く
か
ら
あ
る
日
本
蕎
麦
の
「
増
田
屋
」、
中
華
ソ
バ

の
「
恵
比
寿
庵
」、
洋
食
屋
の
「
朝
日
軒
」
更
に
は
明
治
製
菓
が
近

代
的
ビ
ル
を
構
え
軽
食
、
洋
菓
子
、
コ
ー
ヒ
ー
を
提
供
し
た
。
西
口

に
目
を
転
じ
る
と
名
曲
喫
茶
の
元
祖
と
も
い
わ
れ
る
「
田
園
」、
屋

根
に
可
愛
い
風
車
を
あ
し
ら
っ
た
パ
ン
屋
の
「
赤
風
車
ベ
ー
カ
リ

ー
」、
男
性
が
つ
い
つ
い
足
を
向
け
る
カ
フ
ェ
、「
人
形
の
家
」、「
タ

イ
ガ
ー
」、
蒲
田
は
洒
落
た

空
気
が
漂
う
モ
ダ
ン
な
街

と
な
っ
た
。 

  

時
ま
さ
し
く
日
本
が
工

業
化
を
目
指
す
こ
ろ
、
都

心
か
ら
便
利
な
蒲
田
並
び

に
郊
外
に
続
々
と
近
代
的

な
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。

黒
澤
貞
次
郎
の
日
本
初
の

国
産
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
工

場
を
は
じ
め
、
大
倉
陶
園
、

高
砂
香
料
、
東
洋
オ
ー
チ

ス
、
各
務
ク
リ
ス
タ
ル
等
、

い
ず
れ
も
が
西
欧
に
追
い

つ
け
追
い
越
せ
を
旗
印
と

し
た
会
社
だ
っ
た
。 

 

田中絹代 当時のブロマイド 「マダムと女房」の撮影風景。手前の後ろ姿の二人が土橋兄弟 
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「
松
竹
キ
ネ
マ
蒲
田
撮
影
所
」
は
そ
の
中
で
、
中
心
的
存
在
と
し

て
蒲
田
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
。
そ
の
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
蒲
田

町
初
代
町
長
の
言
葉
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
蒲
田
は
モ
ダ
ン
な
街
、

流
行
の
先
端
の
地
」、
や
が
て
こ
の
時
代
の
蒲
田
を
表
す
言
葉
と
し

て
「
蒲
田
モ
ダ
ン
」
が
生
ま
れ
た
。 

 
「
蒲
田
よ
さ
ら
ば
、
新
天
地
を
求
め
て
」 

 

「
松
竹
キ
ネ
マ
蒲
田
撮
影
所
」
が
牽
引
し
た
甲
斐
あ
っ
て
映
画
は

大
衆
の
最
大
の
娯
楽
と
し
て
急
速
に
成
長
し
た
。
そ
れ
は
、
大
谷
竹

次
郎
に
と
っ
て
は
嬉
し
い
こ
と
だ
っ
た
が
、
逆
に
大
き
な
悩
み
を
抱

え
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

  

最
初
は
広
大
と
思
わ
れ
た
撮
影
所
だ
が
、
一
五
年
の
年
月
の
経
過
、

映
画
の
発
展
と
と
も
に
手
狭
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
蒲
田
の
工
業

化
に
伴
っ
て
街
に
工
場
の
騒
音
が
と
ど
ろ
く
、
そ
し
て
羽
田
を
離
着

陸
す
る
飛
行
機
の
エ
ン
ジ
ン
音
が
撮
影
の
阻
害
要
因
と
な
っ
て
き

た
の
だ
っ
た
。 

  

こ
の
と
き
、
大
船
郊
外
に
あ
っ
た
草
競
馬
場
の
跡
地
が
売
り
に
出

さ
れ
る
と
の
情
報
を
竹
次
郎
は
耳
に
し
た
。
広
さ
は
三
万
坪
、
蒲
田

撮
影
所
の
五
倍
、
今
後
の
松
竹
映
画
の
発
展
に
十
分
な
規
模
だ
っ
た
。

城
戸
四
郎
と
し
て
は
愛
着
あ
る
蒲
田
を
離
れ
る
の
は
身
を
切
ら
れ

る
よ
り
辛
か
っ
た
。
し
か
し
松
竹
映
画
将
来
を
考
え
れ
ば
こ
の
時
を

逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
新
天
地
へ
の
移
転
は
昭
和
一
一
年
（
一
九
三

六
）
一
月
一
五
日
と
決
ま
っ
た
。 

 

蒲
田
撮
影
所
と
の
別
れ
の
日
が
来
た
。
閉
所
式
当
日
は
真
冬
の
寒

さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
城
戸
四
郎
の
頬
は
紅
潮
し
挨
拶
も
自
然
と
力

が
入
っ
た
。
彼
は
こ
み
上
げ
る
気
持
ち
を
こ
ら
え
力
強
く
言
葉
を
発

し
た
。「
こ
の
蒲
田
で
我
々
は
絶
え
ず
優
れ
た
映
画
を
作
り
続
け
、

蒲
田
映
画
と
言
え
ば
今
や
日
本
映
画
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
撮
影
所
長
と
し
て
久
し
く
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
僕
の
無
上

の
喜
び
と
な
っ
て
い
る
。
蒲
田
の
魅
力
と
功
績
を
僕
は
決
し
て
忘
れ

な
い
。
苦
し
い
ほ
ど
の
哀
別
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

今
度
の
大
船
移
転
は
松
竹
王
国
の
更
な
る
飛
躍
を
意
味
す
る
。
諸
君
、

前
進
し
よ
う
、
う
ち
揃
っ
て
大
船
に
行
こ
う
、
我
々
の
明
日
の
発
展

と
建
設
の
た
め
に
。
も
う
一
度
言
う
、
あ
り
が
と
う
、
そ
し
て
さ
よ

う
な
ら
蒲
田
」。 

  

女
優
の
松
竹
と
言
わ
れ
た
立
役
者
た
ち
、
川
田
芳
子
、
栗
島
す
み

子
、
田
中
絹
代
、
五
月
信
子
、
水
戸
光
子
、
高
須
早
苗
、
皆
泣
い
て

い
た
。
う
ず
た
か
く
積
ま
れ
た
台
本
、
メ
ガ
フ
ォ
ン
、
ス
チ
ー
ル
写

真
、
ポ
ス
タ
ー
に
火
が
つ
け
ら
れ
た
。
天
高
く
燃
え
る
炎
、「
蒲
田

行
進
曲
」
の
大
合
唱
、
一
六
年
間
一
二
〇
〇
本
以
上
の
作
品
を
生
み

日
本
の
近
代
映
画
牽
引
し
た
蒲
田
撮
影
所
の
時
代
は
こ
こ
に
終
了

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
大
船
で
始
ま
る
松
竹
の
新
た
な
発
展
の
幕

開
け
で
も
あ
っ
た
。 
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「
あ
と
が
き 

城
戸
四
郎
は
何
を
想
う
」 

Ｊ
Ｒ
蒲
田
駅
東
口
か
ら
徒
歩
五
分
ほ
ど
、
居
酒
屋
、
洋
食
屋
、
ス

ナ
ッ
ク
が
軒
を
連
ね
る
路
地
の
一
角
に
「
ア
ス
レ
チ
ッ
タ
」
の
名
前

で
看
板
を
掲
げ
る
娯
楽
施
設
が
あ
る
。
ボ
ウ
リ
ン
グ
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
、

ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
を
目
当
て
に
集
う
若
者
の
背
中
を
追
い
中
に
入

る
。
お
目
当
て
の
木
製
の
記
念
碑
は
狭
い
ロ
ビ
ー
か
ら
二
階
に
上
が

る
階
段
の
陰
に
隠
れ
る
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い
る
。 

 

木
柱
に
力
強
く
書
か
れ
て
い
る
言
葉
が
城
戸
四
郎
揮
毫
に
よ
る

「
蒲
田
松
竹
撮
影
所
跡
」。
人
目
を
避
け
る
よ
う
に
隅
に
追
い
や
ら

れ
た
記
念
碑
は
あ
た
か
も
蒲
田
の
賑
わ
い
を
け
ん
引
し
な
が
ら
も

今
は
消
え
去
っ
た
映
画
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
地
で
撮
影

所
長
と
し
て
腕
を
振
る
い
日
本
映
画
を
け
ん
引
し
た
城
戸
四
郎
、
ひ

と
き
わ
思
い
出
深
い
蒲
田
の
現
在
、
映
画
館
の
無
く
な
っ
た
街
に
ど

の
よ
う
な
想
い
を
抱
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

 

大
正
末
期
の
活
動
写
真
草
創
期
か
ら
映
画
の
黄
金
時
代
の
昭
和

へ
と
映
画
と
と
も
に
歩
み
、
発
展
を
遂
げ
て
き
た
蒲
田
。「
キ
ネ
マ

の
天
地
」
の
心
意
気
を
見
せ
て
く
れ
る
日
が
来
る
こ
と
を
信
じ
た
い
。 

 

「
も
う
一
度
、
天
地
へ
。 

蒲
田
は
映
画
と
共
に
あ
り
！
」 
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