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中
村
武
志
「
目
白
三
平
」
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
の
」
と
「
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
」
の
接
点
―

坂

堅

太

〇
キ
ー
ワ
ー
ド
＝
中
村
武
志
・
目
白
三
平
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
・
家
庭

一
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
」
を
描
く
こ
と

一
九
五
五
年
一
月
、
第
三
二
回
芥
川
賞
の
選
考
委
員
会
が
開
か
れ
、
小

島
信
夫
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
」（『
文
学
界
』
一
九
五
四
・
九
）
と
庄
野

潤
三
「
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
」（『
群
像
』
一
九
五
四
・
一
二
）
の
二
作
同
時
受

賞
が
決
ま
っ
た
。「
審
議
は
委
員
会
始
つ
て
以
来
の
激
論
と
な
り
、
三
時

間
の
討
議
」
が
な
さ
れ
る
ほ
ど
の
、
難
航
し
た
選
考
だ
っ
た
こ
と
が
伝
え

ら
れ
て
い
る（

１
）。
選
評
で
は
「
作
品
の
蒸
留
水
的
な
軽
さ
が
気
に
な
る（

２
）」、

「
や
や
弱
い
と
い
ふ
難
は
免
れ
な
か
つ
た
」
な
ど（

３
）、
否
定
的
な
意
見
も
寄

せ
ら
れ
た
「
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
」
を
強
く
推
し
た
の
が
、
瀧
井
孝
作

だ
っ
た
。
選
評
の
中
で
、
瀧
井
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
は
、
庄
野
潤
三
氏
の
「
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
」
が
、
一
番
よ
い

と
思
つ
た
。
こ
れ
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
の
不
安
、
そ
の
細
君
の

油
断
の
心
持
な
ど
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
の
弱
点
を
衝
い
た
テ
ー
マ

で
、
こ
の
テ
ー
マ
は
、
こ
の
や
う
に
明
白
に
提
出
さ
れ
る
と
、
皆
ん

な
が
一
応
は
心
得
て
お
く
べ
き
で
、
こ
れ
は
大
勢
に
読
ん
で
も
ら
ひ

た
い
と
思
つ
た（

４
）。

他
の
委
員
た
ち
の
選
評
で
は
「
或
る
一
家
の
細
や
か
な
一
面
を
ち
よ
い

と
上
手
に
現
し
て
ゐ
る（

５
）」、「
玄
人
好
み
」
と
い
う
よ
う
に（

６
）、「
プ
ー
ル
サ

イ
ド
小
景
」
に
つ
い
て
は
そ
の
技
巧
的
な
点
に
評
価
が
集
中
し
て
い
る
な

か
、
瀧
井
だ
け
が
唯
一
「
テ
ー
マ
」
に
言
及
し
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
し

て
い
る
。
で
は
、
瀧
井
が
評
価
し
た
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
の
弱
点
」
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

小
説
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
何
の
変
哲
も
な
い
平
凡
で
幸
福
そ
う
な

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
に
突
如
訪
れ
る
崩
壊
の
危
機
で
あ
る
。
あ
る
日
、
会

社
の
金
を
横
領
し
た
た
め
に
夫
が
失
職
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
安
定
し
て
い

た
か
に
思
え
た
日
常
生
活
が
、
実
は
危
う
い
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
立
し
て

い
た
こ
と
が
意
識
さ
れ
始
め
て
い
く
。
作
品
で
は
、
日
々
の
会
社
勤
め
の

五
七



中
で
夫
が
抱
く
疎
外
感
と
家
庭
の
空
洞
化
が
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
と

し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
事
態
の
推
移
に
戸
惑
う
妻
は
、
そ
の
原
因
を
思
索

す
る
中
で
、
次
の
よ
う
な
空
想
に
と
ら
わ
れ
る
。

も
し
も
、
夫
が
か
う
し
て
毎
日
外
へ
働
き
に
出
て
行
か
な
い
で
、

家
族
が
生
活
し
て
ゆ
け
る
も
の
だ
つ
た
ら
い
い
の
に
な
あ
。
彼
女

は
、
自
分
た
ち
が
太
古
の
時
代
に
生
れ
て
ゐ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
が

普
通
の
こ
と
だ
つ
た
の
に
と
思
ふ
。（
中
略
）
／
男
が
毎
朝
背
広
に
着

換
へ
て
電
車
に
乗
つ
て
遠
い
勤
め
先
ま
で
出
か
け
て
行
き
、
夜
に
な

る
と
す
つ
か
り
消
耗
し
て
不
機
嫌
な
顔
を
し
て
戻
つ
て
来
る
と
い
ふ

生
活
様
式
が
、
そ
も
そ
も
不
幸
の
も
と
で
は
な
い
だ
ら
う
か（

７
）。

こ
の
妻
の
空
想
は
、
家
庭
に
訪
れ
た
崩
壊
の
危
機
を
、
職
住
分
離
と
い

う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
特
有
の
生
活
様
式
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て

い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
職
住
分
離
と
い
う
生
活
様
式
の
中
で
、
職
場
と

家
庭
と
の
間
に
は
解
決
で
き
な
い
歪
み
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
こ
の

作
品
は
冷
静
に
描
き
出
し
て
い
る
。
瀧
井
の
言
う
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活

の
弱
点
」
も
、
恐
ら
く
は
こ
の
問
題
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、「
皆
ん
な
が
一
応
は
心
得
て
お
く
べ
き
」
と
い
う
瀧
井
の
言
葉
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
こ
う
し
た
角
度
か
ら
切
り

取
る
こ
と
は
、
当
時
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
テ
ー

マ
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
が
瀧
井
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ

う
し
た
状
況
を
示
し
て
い
る
。

ほ
ぼ
同
時
期
、
大
衆
文
化
の
領
域
で
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
異
な

る
視
角
で
捉
え
た
作
品
が
人
気
を
博
し
て
い
た
。
そ
れ
が
源
氏
鶏
太
や
中

村
武
志
に
よ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
頻
繁
に
映
画
化
も
な
さ
れ
る
な
ど
、
幅
広

い
支
持
を
獲
得
し
て
い
た
。
当
時
の
日
本
社
会
に
お
け
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

表
象
は
、
こ
ち
ら
の
路
線
を
基
調
と
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
で
は
、

源
氏
や
中
村
の
小
説
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描

き
、
ま
た
、
人
々
は
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い

た
の
か
。

近
年
で
は
源
氏
鶏
太
に
関
す
る
研
究
は
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
る
も
の

の（
８
）、
同
じ
く
当
時
の
人
気
作
家
で
あ
っ
た
は
ず
の
中
村
武
志
を
取
り
上
げ

た
研
究
は
殆
ど
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た

研
究
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
中
村
武
志
の
作
品
と
そ
の
受
容
言
説
を
分

析
し
、
人
気
の
要
因
と
な
っ
た
「
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
」
ジ
ャ
ン
ル
と
の
隣
接

性
を
確
認
し
な
が
ら
、
一
九
五
〇
年
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
表
象
の
様
相
に

つ
い
て
考
え
た
い
。

二
、
作
品
受
容
を
め
ぐ
る
言
説
配
置

本
節
で
は
ま
ず
、
中
村
武
志
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
人
気
作
家
と

な
っ
て
い
っ
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
中
村
は
一
九
〇
九

年
、
長
野
県
東
筑
摩
郡
片
岡
村
（
現
：
長
野
県
塩
尻
市
）
に
生
ま
れ
た
。

一
九
二
六
年
に
旧
制
松
本
中
学
を
卒
業
後
、
東
京
鉄
道
局
経
理
課
に
就
職

し
た
彼
は
、
友
人
の
紹
介
で
知
り
合
っ
た
内
田
百
閒
と
親
交
を
結
ぶ
な

ど
、
文
学
と
の
関
係
を
深
め
て
行
き
、
社
内
報
に
随
筆
を
発
表
す
る
よ
う

五
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に
な
る
。
戦
後
も
百
閒
と
の
交
友
を
題
材
と
し
た
小
文
な
ど
を
書
き
続

け
、
一
九
五
一
年
、
そ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
も
の
を
ま
と
め
る
形
で
、
静

和
堂
よ
り
『
埋
草
随
筆
』
を
自
費
出
版
し
た
（
な
お
、
こ
の
本
の
序
文
は
内
田

百
閒
が
書
い
て
い
る
）。
こ
の
『
埋
草
随
筆
』
が
一
部
で
評
判
を
呼
ん
だ
こ
と

で（
９
）、
商
業
誌
か
ら
も
声
が
か
か
る
よ
う
に
な
り
、「
目
白
三
平
の
生
活
と

意
見
」
を
『
面
白
倶
楽
部
』
一
九
五
三
年
九
月
号
に
発
表
す
る
な
ど
し
て

い
る
（
こ
れ
は
後
に
人
気
作
品
と
な
る
「
目
白
三
平
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
作
と
な
っ
た
）。

そ
し
て
同
年
『
埋
草
随
筆
』
所
収
の
も
の
に
こ
れ
ら
を
加
え
六
興
出
版
よ

り
『
沢
庵
の
し
っ
ぽ
』
を
刊
行
し
た
と
こ
ろ
、
様
々
な
新
聞
、
雑
誌
の
書

評
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
話
題
を
呼
び
、
翌
年
光
文
社
よ
り
刊
行
し
た
『
小

説

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
目
白
三
平
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
（
こ
れ
は
伊
藤

整
『
文
学
入
門
』
と
と
も
に
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
ス
タ
ー
ト
を
飾
る
も
の
で
も
あ
っ
た
）。

「
目
白
三
平
」
シ
リ
ー
ズ
は
そ
の
後
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
化
や
映
画
化
も
な
さ

れ
る
な
ど
高
い
支
持
を
獲
得
し
て
お
り
、
一
九
五
〇
年
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
表
象
を
考
え
る
上
で
は
無
視
で
き
な
い
地
位
を
占
め
て
い
る
。

で
は
、
自
費
出
版
か
ら
出
発
し
た
中
村
の
作
品
は
何
故
こ
の
よ
う
な
人

気
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
人
々
は
中
村
の
作
品
を
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
受
容
し
た
の
か
。
こ
こ
で
は
人
気
作
家
へ
の
足
が
か
り
と

な
っ
た
『
沢
庵
の
し
っ
ぽ
』
の
評
価
言
説
を
確
認
し
、
そ
の
特
徴
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
筆
者
は
国
鉄
本
庁
に
つ

と
め
て
い
る
ひ
と
ら
し
い（

10
）」、「
こ
の
著
者
は
現
在
、
国
鉄
職
員
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に（

11
）、
作
者
で
あ
る
中
村
が
職
業
作
家
で
は
な
い
、
と
い
う
事

実
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
評
者
た
ち
は
こ
れ
を
も
っ
て
作
品

の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
お
り
、「
学
識
経
験
豊

か
な
名
士
が
も
の
も
の
し
い
、
い
わ
く
あ
り
げ
に
書
い
た
随
筆
は
多
い

が
、
こ
れ
は
市
井
の
善
良
平
凡
な
一
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
日
常
身
辺
の
見
聞

を
軽
妙
に
自
由
に
描
き
出
し
た
随
筆
だ（

12
）」、「
こ
の
作
者
は
国
鉄
に
勤
務
し

て
い
る
ひ
と
で
こ
ゝ
に
書
か
れ
た
話
は
い
ず
れ
も
善
良
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
歓
び
と
悲
し
み
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う

に（
13
）、〈
素
人
〉
が
虚
構
性
を
排
し
て
自
ら
の
生
活
を
描
い
た
も
の
で
あ
る

こ
と
、
い
わ
ば
「
大
人
の
綴
り
方
」
で
あ
る
点
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る（

14
）。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
日
常
生
活
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
一
種
の
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
記
述
が
人
々
の
興
味
を

引
い
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。
作
者
の
属
性
と
作
品
の
真
正
性
を
結
び
つ
け

る
構
図
は
、
同
じ
く
会
社
員
と
の
兼
業
作
家
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
た

源
氏
鶏
太
と
も
共
通
す
る
点
で
あ
り
、
実
際
、
中
村
を
「
第
二
の
源
氏
鶏

太
」
と
す
る
記
事
も
見
受
け
ら
れ
る（

15
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
特
定
の
社
会
階
層

の
生
活
を
描
い
た
も
の
と
す
る
一
方
で
、
描
か
れ
て
い
る
情
景
は
誰
に
で

も
共
感
可
能
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
十
返
肇
は
「
誰
に
で
も
似
た
経
験
の
あ
る
日
常
些
末
事
を
と

り
あ
げ
た
点
に
多
く
の
人
の
共
感
を
誘
う
点
が
あ
る（

16
）」
と
し
、
ま
た
高
橋

義
孝
は
「
こ
の
本
の
中
に
は
〝
自
分
〞
が
出
て
く
る
（
中
略
）
自
分
ば
か

り
か
〝
女
房
〞
も
い
る
。〝
彼
〞
も
い
る
。（
中
略
）
一
体
に
外
で
鏡
に
映

つ
た
自
分
の
姿
を
よ
く
見
た
り
す
る
の
は
照
れ
く
さ
い
こ
と
だ
が
、
こ
の

本
を
読
ん
で
も
実
に
ど
う
も
自
分
に
よ
く
似
た
の
が
出
て
く
る
の
で
、
は

五
九

中
村
武
志
「
目
白
三
平
」
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
一
考
察



な
は
だ
照
れ
く
さ
い
」
と
評
し
て
い
る（

17
）。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の

は
、
た
だ
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
特
定
の
社
会
階
層
を
描
い
た
だ
け

で
は
な
く
、
様
々
な
階
層
の
読
者
が
そ
こ
に
自
己
を
投
影
で
き
る
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
評
価
は
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
『
目
白
三
平
』

シ
リ
ー
ズ
、
そ
し
て
そ
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
版
や
映
画
版
で
も
同
様
で
あ

り
、
例
え
ば
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
広
告
で
は
、
主
演
の
宇
野
重
吉
が
「
三
平

君
は
僕
で
あ
り
、
あ
な
た
で
あ
る
、
そ
の
女
房
や
子
供
た
ち
も
、
僕
や
あ

な
た
の
そ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
い
る（

18
）。

そ
れ
で
は
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
」
を
描
い
た
作
品
に
、
多
様
な

階
層
の
人
々
が
「
自
分
」
を
見
出
す
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
当

時
す
で
に
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
が
日
本
社
会
の
多
数
派
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
特
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の

日
本
社
会
に
お
い
て
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
は
あ
く
ま
で
限
定
さ
れ
た
階
層

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
一
億
総
中
流
」
言
説
が
登
場
す
る
の
は

高
度
経
済
成
長
が
一
定
の
成
熟
を
迎
え
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。

中
村
の
登
場
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
当
た
る
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
は
、
新
中

間
階
級
の
台
頭
を
主
張
す
る
松
下
圭
一
ら
の
大
衆
社
会
論
が
登
場
し
て
い

た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
状
況
分
析
を
そ
の
ま
ま
日

本
社
会
に
当
て
は
め
て
お
り
、
日
本
の
実
情
と
は
乖
離
し
て
い
る
と
い
う

批
判
も
な
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
国
勢
調
査
や
就
業
構
造
基
本
調
査
な

ど
の
統
計
資
料
を
用
い
て
新
中
間
層
の
人
口
を
試
算
し
た
田
沼
肇
は
、
そ

の
概
数
に
つ
い
て
お
よ
そ
六
二
〇
万
人
と
試
算
し
、
こ
れ
は
当
時
の
就
業

人
口
の
一
五
％
ほ
ど
で
し
か
な
い
と
指
摘
し
て
い
る（

19
）。
一
九
六
〇
年
前
後

に
は
政
府
与
党
を
中
心
に
「
中
流
階
級
育
成
論
」
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
は
「
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
日
本
は
ま
だ
中
産
階
級
の
国
家
で
は
な

い
」
と
い
う
認
識
が
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る（

20
）」。
む

し
ろ
、
一
九
五
〇
年
代
の
日
本
社
会
で
は
経
済
格
差
が
一
貫
し
て
拡
大
す

る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る（

21
）。
で
は
こ
う
し
た
状
況

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
」
の
記
録
で
あ
っ

た
は
ず
の
中
村
の
作
品
が
「
多
く
の
人
々
の
共
感
を
誘
う
」
も
の
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
た
の
は
何
故
な
の
か
。

三
、「
家
庭
」
の
強
調
と
〈
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
〉

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
の
記
録
で
あ
る
こ
と
、
様
々
な
階
層
の
人
間
が
共

感
可
能
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
二
つ
の
要
素
を

結
び
つ
け
て
い
た
の
が
、
中
村
の
作
品
評
価
に
共
通
す
る
も
う
一
つ
の
要

素
で
あ
る
「
家
庭
」
だ
っ
た
。「
軽
い
セ
ン
ベ
イ
を
か
み
な
が
ら
番
茶
を

飲
む
よ
う
に
し
て
楽
し
い（

22
）」、「
こ
の
『
沢
庵
の
し
っ
ぽ
』
は
、
秋
夜
の
家

庭
平
和
の
サ
カ
ナ
に
も
な
る
よ
う
だ（

23
）」、「
夢
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
く
も
な

く
、
又
暗
い
転
落
の
中
で
も
な
い
、「
普
通
」
の
結
婚
生
活
」
と
い
う
よ

う
に（

24
）、
評
者
た
ち
は
中
村
の
作
品
に
流
れ
て
い
る
家
庭
的
な
雰
囲
気
を
高

く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
彼
の
作
品
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生

活
の
描
写
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
の
、
職
場
を
舞
台
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
決
し
て
多
く
な
い
。
む
し
ろ
、
妻
に
頼
ま
れ
て
屋
根
を
修
繕
し
た
り
、

限
ら
れ
た
収
入
を
ど
う
使
う
か
と
い
う
相
談
な
ど
、
家
庭
を
舞
台
と
す
る
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も
の
、
特
に
そ
こ
で
の
消
費
を
巡
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
大
多
数
を
占
め
て
い

る
。
こ
の
傾
向
は
映
画
版
で
は
更
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
東
映
に

よ
り
制
作
さ
れ
た
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
目
白
三
平
』（
千
葉
泰
樹
監
督
、
一
九
五
五
）

の
シ
ナ
リ
オ
を
見
て
み
る
と（

25
）、
職
場
の
シ
ー
ン
は
一
八
で
あ
る
の
に
対

し
、
自
宅
の
シ
ー
ン
は
三
四
と
い
う
構
成
で
あ
り
両
者
の
間
に
は
倍
近
く

の
開
き
が
あ
る
。
他
に
家
族
で
の
買
い
物
の
場
面
な
ど
を
含
め
れ
ば
、
こ

の
対
比
は
更
に
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
の
書

き
手
と
し
て
人
気
だ
っ
た
源
氏
鶏
太
の
作
品
が
家
庭
を
描
か
ず
も
っ
ぱ
ら

職
場
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
こ
と
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
例
え
ば
源
氏

の
代
表
作
で
あ
る
『
三
等
重
役
』
で
は
、
登
場
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち

の
職
場
以
外
で
の
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
既
婚
／
未

婚
と
い
う
点
以
外
で
彼
ら
の
家
族
構
成
な
ど
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と

ん
ど
な
い
。
中
村
と
源
氏
は
と
も
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
の
作
家
と
し
て

並
ん
で
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、「
職
場
」
／
「
家
庭
」
の
描
き
方
に
お
い

て
は
対
極
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
こ
の
「
家
庭
」
と
い
う
要
素
が
重
要
と
な
る
の
は
、
同
時
期
、

ま
さ
に
「
家
庭
」
を
描
く
こ
と
で
、
幅
広
い
階
層
の
共
感
を
得
る
ジ
ャ
ン

ル
が
登
場
し
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
が
〈
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
〉
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
」
と
「
多
く
の
人
々

の
共
感
を
誘
う
」
と
い
う
評
価
の
併
存
は
、
こ
の
〈
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
〉
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
通
じ
て
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
」
と
い
う
言
葉
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
大
映

が
製
作
し
た
『
雪
割
草
』（
田
坂
具
隆
監
督
、
一
九
五
一
）
の
宣
伝
広
告
だ
と

さ
れ
て
い
る（

26
）。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
に
も
家
族
の
問
題
を
描
く
作
品
は

数
多
く
存
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
成

立
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
家
族
イ
メ
ー
ジ
に
決
定
的
な
変
容
を
も
た
ら

し
た
、
と
坂
本
佳
鶴
惠
は
指
摘
し
て
い
る（

27
）。
戦
前
ま
で
の
日
本
社
会
に
お

け
る
家
族
イ
メ
ー
ジ
は
、
例
え
ば
都
市
／
農
村
、
資
本
家
／
労
働
者
な
ど
、

地
域
や
階
級
に
よ
り
異
な
っ
て
お
り
、
多
重
性
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
は
、
そ
れ
を
単
一
の
イ
メ
ー
ジ

に
統
合
し
て
い
く
。

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
は
、
家
族
を
、
日
常
生
活
の
場
と
し
て
提
示
し
、
そ

う
し
た
日
常
生
活
を
、
人
々
に
と
っ
て
興
味
深
い
関
心
の
対
象
と
し

た
。
そ
れ
は
、
家
族
内
の
さ
さ
い
な
出
来
事
に
注
意
を
む
け
、
そ
こ

で
味
わ
わ
れ
る
べ
き
感
情
を
、
人
々
が
共
感
し
、
ま
た
共
感
す
べ
き

も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
は
、

特
定
の
層
の
家
族
イ
メ
ー
ジ
を
、
誰
も
が
共
有
し
て
い
る
、
あ
り
ふ

れ
た
平
凡
な
も
の
と
し
た
。
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
は
、
家
族
を
、
生
活
と

関
係
性
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
家
族
の
イ

メ
ー
ジ
を
普
遍
化
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）〈
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
〉
の

登
場
以
前
は
、
小
市
民
映
画
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
活
描
写
は
階

層
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
誰
も
が
経
験
す
る
よ
う
な
同
じ
生
活
と
い
う

発
想
は
、
作
る
側
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
観
る
側
に
も
な
か
っ
た
。

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
の
登
場
以
前
に
も
、
家
族
は
多
く
映
画
の
な
か
に
登

場
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
代
以
前
に
は
、
家
族
の
生
活

を
、
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
の
生
活
の
物
語
と
し
て
、
映
画
の
一

六
一

中
村
武
志
「
目
白
三
平
」
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
一
考
察



ジ
ャ
ン
ル
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

28
）。

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
に
お
い
て
、「
家
族
」
は
抽
象
化
さ
れ
、
本
来
は
当
然

存
在
す
る
は
ず
の
経
済
格
差
、
地
域
格
差
は
抹
消
さ
れ
る
。
家
族
を
取
り

巻
く
様
々
な
社
会
状
況
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
は
普
遍

的
な
、
誰
も
が
共
感
で
き
る
家
族
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
と
い
う
認
識
枠
組
み
が
成
立

す
る
こ
と
で
、
我
々
は
「
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
の
生
活
の
物
語
」
と
し

て
「
家
族
の
生
活
」
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

中
村
の
作
品
が
「
多
く
の
人
々
の
共
感
を
誘
う
」
も
の
と
さ
れ
た
の
も
、

そ
れ
が
「
家
庭
」
に
焦
点
を
当
て
た
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
的
な
側
面
を
持
っ
て

い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
評
者
た
ち
が
用
い
た
「
日
常
」
や
「
善
良
」、「
普
通
」

と
い
っ
た
言
葉
は
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
評
価
で
頻
出
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
）。
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
と
い
う
特
定
の
階
層
を
描
い
た
は
ず
の
中
村
の
作
品
に
人
々
が

自
己
を
投
影
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
同
時
期
に
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
と
い
う
認

識
枠
組
み
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

四
、「
家
庭
」
と
「
職
場
」

見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
頃
に
人
気
を
博
し
た
中
村
武

志
の
作
品
は
、「
家
庭
」
に
焦
点
を
当
て
た
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
的
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
小
説
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
家
庭
」
の
場
面
を
殆
ど
描
か
な
か
っ
た

源
氏
鶏
太
の
作
品
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
源
氏
の

作
品
が
「
家
族
主
義
的
会
社
観
」
に
基
づ
き
「
職
場
」
を
「
家
族
」
の
よ

う
な
空
間
と
し
て
描
い
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば（

29
）、
両
者
に
は
共
通
点
を

見
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
が
提
供
す
る
家
族
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
実
の

様
々
な
格
差
を
捨
象
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
以
上
、
そ
れ
は
自
己
完
結

的
、
自
閉
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。「
ホ
ー
ム
・
ド
ラ
マ
と
い

う
言
葉
が
定
着
し
た
と
き
、
家
庭
は
、
社
会
に
向
い
合
っ
て
緊
張
感
を

保
っ
て
い
る
存
在
で
は
な
く
て
、
社
会
と
は
無
関
係
に
、
あ
た
か
も
そ
れ

自
体
で
自
足
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
ほ
ぼ
出
来

上
っ
て
い
た
」
と
い
う
佐
藤
忠
男
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に（

30
）、
こ
の
ジ
ャ
ン

ル
に
お
い
て
は
「
家
庭
」
／
「
職
場
」
を
結
び
付
け
て
描
く
こ
と
が
極
め

て
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
中
村
の
作
品
に
お
い
て
も
「
職
場
」
の
問
題

は
殆
ど
描
か
れ
る
こ
と
な
く
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
で
あ
る
こ
と
は
た
だ

の
設
定
以
上
の
意
味
は
な
い
（
だ
か
ら
こ
そ
、
幅
広
い
人
々
の
共
感
を
得
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
は
あ
る
が
）。
臼
井
吉
見
は
こ
の
点
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
お

り
、『
沢
庵
の
し
っ
ぽ
』
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る
。

た
ゞ
、
ぼ
く
は
こ
れ
を
読
み
な
が
ら
、
考
え
た
の
は
、
こ
う
い
う
気

持
の
い
ゝ
随
筆
は
、
い
や
な
我
慢
の
な
ら
な
い
こ
と
を
み
ん
な
は
ら

い
の
け
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
近
ご
ろ
の
新
聞
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
国
鉄
本
庁
な
ど
に

は
、
著
者
の
神
経
に
こ
た
え
ず
に
は
い
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
の
あ
く
ど

い
も
の
が
う
ご
め
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
こ

の
本
は
随
筆
集
と
し
て
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
く
上
筆
で
も
あ
る
。
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そ
れ
に
さ
っ
き
い
っ
た
よ
う
に
小
説
ふ
う
の
味
わ
い
も
加
わ
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
小
説
の
方
向
へ
発
展
さ
せ
て
ゆ
け
ば
、
お
も

し
ろ
い
読
み
物
に
は
な
っ
て
も
、
け
っ
し
て
ま
と
も
な
現
代
の
小
説

に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

31
）。

こ
こ
で
臼
井
が
期
待
す
る
「
ま
と
も
な
現
代
の
小
説
」
の
方
向
性
は
、

例
え
ば
冒
頭
で
見
た
庄
野
潤
三
「
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
」
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
衆
的
な
人
気
を
博
し
た
の
は
中
村
や
源
氏
の
作

品
で
あ
り
、
人
々
は
「
い
や
な
我
慢
の
な
ら
な
い
こ
と
を
み
ん
な
は
ら
い

の
け
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
」
平
凡
で
善
良
な
家
庭
生
活
を
希
望
し

た
。
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は
、
日
常
生
活
へ
の
埋
没
と
政
治
空
間
か
ら

の
逃
避
を
指
摘
す
る
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
批
判
が
登
場
す
る
が
、
マ
イ
ホ
ー

ム
主
義
が
ど
の
よ
う
な
大
衆
的
想
像
力
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
を
考
え
る

上
で
、
一
九
五
〇
年
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
は
無
視
で
き
な
い
存
在
で

あ
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）「
芥
川
賞
銓
衡
経
緯
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
五
・
三
）。

（
２
）
井
上
靖
「
寸
感
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
五
・
三
）。

（
３
）
佐
藤
春
夫
「
や
つ
と
落
ち
着
い
た
決
定
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
五
・
三
）。

（
４
）
瀧
井
孝
作
「
庄
野
氏
を
推
す
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
五
・
三
）。

（
５
）
宇
野
浩
二
「
困
難
な
銓
衡
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
五
・
三
）。

（
６
）
舟
橋
聖
一
「
平
凡
な
授
賞
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
五
・
三
）。

（
７
）
庄
野
潤
三
「
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小
景
」（『
群
像
』
一
九
五
四
・
一
二
）。

（
８
）
鈴
木
貴
宇
「「
明
朗
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
」
の
構
造
―
源
氏
鶏
太
『
三
等
重
役
』

論
」（『
Intelligence』
一
二
号
、
二
〇
一
二
・
三
）、
服
部
こ
の
み
「
戦
後
改
革
と

性
意
識
―
源
氏
鶏
太
『
三
等
重
役
』
に
お
け
る
戦
後
派
重
役
像
」（『
金
城
日
本
語

日
本
文
化
』
八
九
号
、
二
〇
一
三
・
三
）、
服
部
こ
の
み
「「
三
等
重
役
」
の
イ
メ
ー

ジ
の
変
遷
―
源
氏
鶏
太
『
三
等
重
役
』
論
」（『
金
城
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
論
集
』
一
九
号
、
二
〇
一
三
・
三
）、
坂
堅
太
「
二
重
化
さ
れ
た
〈
戦
後
〉
―
源

氏
鶏
太
『
三
等
重
役
』
論
―
」（『
日
本
文
学
』
第
六
四
巻
二
号
、
二
〇
一
五
・
二
）

な
ど
。

（
９
）
例
え
ば
『
日
本
読
書
新
聞
』（
一
九
五
二
・
一
・
一
）
の
「
読
書
だ
よ
り
」
欄
で
は
、

源
氏
鶏
太
が
『
埋
草
随
筆
』
を
取
り
上
げ
「
と
に
か
く
面
白
い
も
の
で
す
。
文
句
な

し
に
笑
っ
た
り
、
苦
笑
し
た
り
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
」
と
推
薦
し
て
い
る
。

（
10
）
臼
井
吉
見
「
職
場
と
随
筆
―
小
説
と
の
相
違
に
つ
い
て
―
」（『
読
売
新
聞
』

一
九
五
三
・
九
・
六
）。

（
11
）
十
返
肇
「
私
の
読
書
」（『
週
刊
サ
ン
ケ
イ
』
一
九
五
三
・
九
・
二
〇
）。

（
12
）「
日
常
身
辺
の
見
聞
描
く

に
じ
み
出
る
卑
屈
な
勤
人
の
感
情
」（『
朝
日
新
聞
』

一
九
五
三
・
八
・
二
七
）。

（
13
）
十
返
肇
「
婦
人
の
た
め
の
読
書
案
内
①
」（『
読
売
新
聞
』
夕
刊
・
一
九
五
三
・
九
・

一
四
）。

（
14
）
高
木
健
夫
「
中
村
武
志
著

沢
庵
の
し
っ
ぽ
」（『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
五
三
・

九
・
七
）。

（
15
）「
第
二
の
源
氏
鶏
太

百
閒
随
筆
の
味
を
習
得
」（『
図
書
新
聞
』
一
九
五
四
・

一
一
・
六
）。

（
16
）
前
掲
注
（
11
）。

（
17
）
初
出
未
詳
。
引
用
は
四
季
新
書
版
の
『
沢
庵
の
し
っ
ぽ
』（
四
季
社
、
一
九
五
四
）

に
収
め
ら
れ
た
「「
沢
庵
の
し
つ
ぽ
」
に
対
す
る
諸
家
の
批
評
」
よ
り
。

（
18
）『
読
売
新
聞
』
夕
刊
（
一
九
五
四
・
一
一
・
三
）
掲
載
の
ニ
ッ
ポ
ン
ビ
ー
ル
広
告

よ
り
。

（
19
）
田
沼
肇
「
日
本
に
お
け
る
「
中
間
層
」
問
題
」（『
中
央
公
論
』
一
九
五
七
・
一
二
）。

（
20
）
神
林
博
史
「「
総
中
流
」
と
不
平
等
を
め
ぐ
る
言
説
：
戦
後
日
本
に
お
け
る
階
層

帰
属
意
識
に
関
す
る
ノ
ー
ト
（
三
）」（『
東
北
学
院
大
学
教
養
部
論
集
』
一
六
一
号
、

二
〇
一
二
・
三
）。

（
21
）
橋
本
健
二
『「
格
差
」
の
戦
後
史
―
階
級
社
会
日
本
の
履
歴
書
【
増
補
新
版
】』（
河

六
三

中
村
武
志
「
目
白
三
平
」
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
一
考
察



出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三
）。

（
22
）
金
森
徳
次
郎
「
中
村
武
志
著

『
沢
庵
の
し
っ
ぽ
』」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
三
・

八
・
二
四
）。

（
23
）
高
木
健
夫
「
中
村
武
志
著

沢
庵
の
し
っ
ぽ
」（『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
五
三
・

九
・
七
）。

（
24
）「
読
み
た
い

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
現
実
」（『
ス
タ
イ
ル
』
一
九
五
三
・
一
二
）。

（
25
）
井
手
俊
郎
「
目
白
三
平
」（『
シ
ナ
リ
オ
』
一
九
五
五
・
四
）。

（
26
）
佐
藤
忠
男
『
日
本
映
画
思
想
史
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
〇
）。

（
27
）
坂
本
佳
鶴
惠
『〈
家
族
〉
イ
メ
ー
ジ
の
誕
生

日
本
映
画
に
み
る
〈
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
〉

の
形
成
』（
新
曜
社
、
一
九
九
七
）。

（
28
）
前
掲
注
（
27
）。

（
29
）
真
実
一
郎
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
漫
画
の
戦
後
史
』（
洋
泉
社
、
二
〇
一
〇
）。

（
30
）
前
掲
注
（
26
）。

（
31
）
前
掲
注
（
10
）。

﹇
さ
か

け
ん
た

本
学
教
員
﹈

六
四

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
十
八
号
・
二
〇
一
七
年
六
月


