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ア
メ
リ
カ
映
画
と
日
本
の
ア
ニ
メ
に
お
け
る『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』

　
ウ
ィ
ー
ダ
は
一
九
〇
八
年
一
月
二
五
日
に
死
去
す
る
。
赤
貧
の
作
家
に
寄
り
添
っ
て
い
た
の
は
犬
た
ち
だ
け
だ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
哀
れ
な
最
期
ま
で
の
数
週
間
と
い
う
も
の
、
ウ
ィ
ー
ダ
は
世
間
の
注
目
を
浴
び
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
は
特
集
を
組
み
、
彼
女
の
窮
乏
と
頑
迷
さ
を
伝
え
る
記
事
を
掲
載
し
た
。
支
援
の
た
め
の
募
金
活

動
が
始
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
政
府
は
世
論
の
圧
力
に
押
さ
れ
て
扶
助
金
の
支
給
を
認
め
る
。
と
こ
ろ
が
ウ
ィ
ー
ダ
は
援
助

を
す
べ
て
断
り
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
再
び
新
聞
の
一
面
を
飾
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
の
一
連
の
記
事
は
、

こ
の
後
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
が
─
─
日
本
を
経
由
し
て
─
─
今
日
ア
ジ
ア
で
も
広
く
浸
透
す
る
直
接
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
。

　
ウ
ィ
ー
ダ
の
文
才
に
難
癖
を
つ
け
た
が
る
者
な
ら
納
得
で
き
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
ウ
ィ
ー
ダ
の
作
品
、
と
り

わ
け
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
は
、
文
学
と
い
う
よ
り
も
映
像
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ウ

ィ
ー
ダ
の
著
作
を
も
と
に
し
た
映
画
・
テ
レ
ビ
用
の
翻
案
は
二
二
作
品
あ
る
が
、『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
に
つ
い
て

は
、
作
家
の
死
か
ら
一
〇
〇
年
と
な
る
現
在
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
映
画
が
五
本
、
日
本
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
シ
リ
ー
ズ
が
二

本
と
劇
場
版
ア
ニ
メ
映
画
が
一
本
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
最
も
有
名
な
の
は
、
日
本
で
一
九
七
五
年
に
全
五
二

話
で
放
送
さ
れ
た
ア
ニ
メ
シ
リ
ー
ズ
だ
。
こ
の
ア
ニ
メ
は
当
時
、
抜
群
の
視
聴
率
を
誇
り
、
一
晩
あ
た
り
三
〇
〇
〇
万

人
を
上
回
る
記
録
を
作
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
再
放
送
さ
れ
た
。
こ
の
映
像
版
『
フ
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ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
を
見
た
人
が
い
か
に
多
い
か
が
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
ニ
メ
に
お
け

る
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
表
現
が
、
筆
者
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
地
方
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
大
き

く
関
与
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
あ
な
が
ち
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
ネ
ロ
と
パ
ト
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て

有
名
な
小
便
小
僧
や
ア
ト
ミ
ウ
ム［
一
九
五
八
年
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
万
博
の
際
に
作
ら
れ
た
建
物
］に
匹
敵
す
る
有
名
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ネ
ロ
と
パ
ト
ラ
ッ
シ
ュ
が
こ
れ
ら
の
名
所
と
違
う
の
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
載
っ
て

い
た
と
か
、
見
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
外
国
の
人
た
ち
に
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
奇
妙
な
こ
と

に
、『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
は
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
人
が
そ
れ
を
輸
出
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
と
日
本
が
や
っ
て
く
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
彼
ら
」
な
り
の
や
り
方
で
。

　
本
章
と
次
章
で
は
、
ウ
ィ
ー
ダ
作
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
の
映
像
に
よ
る
翻
案
と
し
て
制
作
さ
れ
た
八
本
を
、
初

め
て
概
観
的
に
検
討
す
る
。
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
二
つ
に
分
け
て
作
品
を
見
て
い
く
が
、
こ
れ
は
地
理
的
な
分
類
で
あ

る
と
同
時
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
分
類
で
も
あ
る（
ア
メ
リ
カ
の
実
写
映
画
と
日
本
の
ア
ニ
メ
）。
各
作
品
に
つ
い
て
、
制

作
の
経
緯
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
、
背
景
を
詳
述
す
る
。
た
だ
し
、
筆
者
の
最
大
の
意
図
は
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス

を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
八
通
り
の
イ
メ
ー
ジ
に
見
ら
れ
る
文
化
的
差
異
と
そ
の
複
雑
な
交
錯
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、

作
品
に
お
け
る
史
実
の
正
確
さ
や
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
描
写
の
妥
当
性
を
問
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
映
像
作
品
と
は
、

ど
の
み
ち
一
つ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
技
術
的
に
可
能
な
範
囲
で
表
現
さ
れ
る
架
空
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
ら
だ
。
よ
り

正
確
に
言
う
な
ら
、
筆
者
は
そ
れ
ら
の
解
釈
を
す
く
い
上
げ
て
説
明
し
た
い
。
そ
こ
で
筆
者
が
重
視
す
る
の
は
、
個
々

の
選
択
の
ベ
ー
ス
と
な
る
価
値
観
や
文
化
的
側
面
で
あ
る
。
解
釈
の
違
い
は
、
原
作
の
小
説
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
セ
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ッ
ト
や
ロ
ケ
地
、
衣
装
の
選
択
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物
語
で
描
か
れ
る
社
会
批
評
と
芸
術
の
社
会
的
地
位
に
つ
い
て
も
見

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
翻
案
は
、
興
味
深
い
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
解
釈
が
生
ま
れ
る
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
と
ロ
ケ
地
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
衣
装
や
唯
一
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
ら
し
い
背
の
低
い
塔
と
ミ
ッ
ク
ス
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
日
本
人
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
要
素
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
橋
や
オ
ラ
ン
ダ
の
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
、
響
き
の
お
か
し
な
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
村
の
名
前
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
も
の
だ
。
本
章
で
は
、
こ
の
複
雑
な
交
錯
を

解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
を
目
指
す
。

　
本
書
で
取
り
上
げ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
映
画
作
品
は
、
ウ
ィ
ー
ダ
の
原
作
と
同
じ
く
、
ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
一
八
七

二
年
の
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
に
か
か
わ
り
が
な
い
ば
か
り
か
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
登
場
す
る
架
空
の
風
景
と
人
物
に
は
、
当
時
と
今
の
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
現
実
と
同
じ
だ
け

の
存
在
理
由
が
あ
る
。
作
品
に
よ
っ
て
斬
新
さ
や
複
雑
さ
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
想
像
に
よ
る
解
釈
か
ら
は
、
制

作
者
の
文
化
的
背
景
と
と
も
に
、
彼
ら
が
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
を
ど
う
イ
メ
ー
ジ
し
た
か
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
想
像
の
力

に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
人
と
し
て
そ
れ
を
快
く
思
う
か
否
か
は
と
も
か
く
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス

と
は
「
他
者
」
が
形
づ
く
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

＊
　
＊
　
＊
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ふ
た
り
に
と
っ
て
、
そ
れ
以
上
生
き
る
よ
り
、
死
ぬ
ほ
う
が
救
い
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん］2
［
＊

。

　
一
九
一
四
年
五
月
一
九
日
火
曜
日
、
ウ
ィ
ー
ダ
作
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
を
初
め
て
映
像
化
し
た
作
品
が
封
切
ら

れ
た
。
ネ
ロ
を
演
じ
た
の
は
二
五
歳
の
女
優
マ
ー
ゲ
リ
ッ
ト
・
ス
ノ
ウ
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
は
当
時
珍
し

い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ロ
ア
役
を
務
め
た
ミ
グ
ノ
ン
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
二
二
歳
。
こ
の
映
画
の
パ
ト
ラ
ッ
シ
ュ

は
、
純
血
種
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
フ
ロ
ー
ラ
と
い
う
名
前
だ
。
制
作
の
タ
ン
ハ
ウ
ザ
ー
社
に
と
っ
て
、

本
作
は
三
年
で
三
作
目
と
な
る
ウ
ィ
ー
ダ
作
品
だ
っ
た
。
一
九
一
二
年
に
は
『
二
つ
の
旗
の
下
に
』、
翌
一
九
一
三
年

に
は
『
蛾
』
を
翻
案
・
映
画
化
し
て
い
た
か
ら
だ
。
続
い
て
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
を
選
ん
だ
の
に
は
、
犬
が
登
場

1914 年『A Dog of Flanders』のチラシ．

モノクロ　35ミリフィルム
サイレント
リール2本（約 30分）
封切日：1914 年 5月19日
制作：タンハウザー・フィルム・コーポレーシ
ョン
配給：ミューチュアル・フィルム
脚本：不明
監督：ハウエル・ハンゼル
出演：
マーゲリット・スノウ（ネロ）
ミスター・フィッシャー（ネロの祖父）
ジャスタス・D・バーンズ（金持ちの粉屋）
ミグノン・アンダーソン（粉屋の娘アロア）
ケアリー・L・へースティングズ（粉屋の妻）
フローラ（「フランダースの犬」）

1914 年のアメリカ映画（第 1作）
A / The Dog of Flanders
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す
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
当
た
る
と
い
う
読
み
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
作
公
開
に
あ
た
っ
て
の
宣
伝
で
は
、
二
通

り
の
タ
イ
ト
ル
─
─A Dog of Flanders

とThe Dog of Flanders

─
─
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
リ
ー
ル
二
本
組
み
、

三
〇
分
強
の
作
品
だ
っ
た
が
、
今
日
こ
の
現
物
は
一
部
も
残
っ
て
い
な
い
。

　
映
画
の
公
開
に
先
立
ち
、「
リ
ー
ル
・
ラ
イ
フ
」
誌（
一
九
一
四
年
五
月
一
六
日
）と
「
ザ
・
モ
ー
ニ
ン
グ
・
テ
レ
グ
ラ

フ
」
紙（
一
九
一
四
年
五
月
一
七
日
）に
批
評）1
（

が
出
た
。
こ
の
二
本
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
は
ウ
ィ
ー
ダ

の
原
作
に
か
な
り
忠
実
に
従
っ
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ど
ち
ら
の
記
事
で
も
「
粉
屋
が
見
つ
け
た
二
人
は
、
雪
の
中

で
息
絶
え
て
い
た
」「
探
し
た
が
す
で
に
遅
か
っ
た
。
ネ
ロ
と
そ
の
忠
犬
は
雪
の
中
で
行
き
倒
れ
に
」
と
、
悲
し
い
結

末
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
批
評
」
の
詳
し
い
記
述
を
読
め
ば
、
両
方
の
記
事
が
ま
っ
た
く
同

じ
情
報
を
も
と
に
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
情
報
が
、
実
物
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
タ
ン
ハ
ウ
ザ

ー
社
自
身
に
よ
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
。
一
方
、
こ
れ
ら
よ
り
も
後
の
日
付
で
、

映
画
を
鑑
賞
し
た
う
え
で
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
批
評
記
事
も
二
本
あ
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
を
読
む
と
首
を
か
し
げ
る

し
か
な
い
。
例
え
ば
、
五
月
二
三
日
の
「
ム
ー
ビ
ン
グ
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
」
誌
に
は
こ
う
あ
る
。「
魅
力
あ

る
小
さ
な
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
が
作
品
を
貫
い
て
い
る
。
そ
し
て
迎
え
る
結
末
は
か
な
り
悲
し
い
も
の
だ
」。
一
方
、
五

月
二
七
日
の
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
・
ミ
ラ
ー
」
紙
で
は
、「
少
年
は
そ
の
後
、
愛
す
る
少
女
が
暮
ら
す

家
に
引
き
取
ら
れ
た
」
と
な
る
。
さ
て
、
何
が
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
も
っ
と
も
、
映
画
に
二
通
り
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
原
作
に
忠
実
に
悲
し
い
結
末

で
終
わ
る
も
の
と
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
も
の
だ
。
ネ
ロ
と
パ
ト
ラ
ッ
シ
ュ
が
死
ぬ
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
本
当
に
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
映
画
化
作
品
の
中
で
は
唯
一
、
悲
し
い
結
末
で
終
わ
る
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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…
…
雪
が
ふ
り
は
じ
め
ま
し
た
。
雪
は
そ
れ
か
ら
何
日
も
何
日
も
ふ
り
つ
づ
け
…
…］［
［
＊

　
悲
し
い
結
末
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
目
を
引
く
の
は
、
ネ
ロ
と
パ
ト
ラ
ッ
シ
ュ
が
死
ぬ
の
が
屋
外
の
雪
の
中
で
、
ウ
ィ
ー

ダ
の
原
作
に
あ
る
よ
う
に
大
聖
堂
に
飾
ら
れ
た
ル
ー
ベ
ン
ス
の
絵
の
前
で
は
な
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
現

実
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
、
芸
術
的
な
観
点
か
ら
の
判
断
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
映
画
を
「
異
国
の
」

ロ
ケ
地
で
撮
影
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
頃
は
財
政
的
に
も
想
像
す
ら
で
き
な
い
話
だ
っ
た
。
か
く
し
て
、
映
画
は
タ

ン
ハ
ウ
ザ
ー
社
の
本
拠
地
ニ
ュ
ー
ロ
シ
ェ
ル
で
撮
影
さ
れ
、
さ
ら
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
も
ロ
ケ
が
行
わ
れ
た
。
つ
ま

り
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
大
聖
堂
が
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
教
会
に
そ
っ
く
り
な
の
は
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
の
だ
。
こ
れ
を

嘆
か
わ
し
い
選
択
だ
と
指
摘
す
る
批
評
家
も
当
時
い
た
。「
本
作
に
み
ら
れ
る
根
本
的
な
欠
陥
は
、
物
語
の
背
景
が
不

適
切
な
こ
と
で
あ
る）2
（

」。
な
お
、
撮
影
が
行
わ
れ
た
の
は
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
教
会
の
前
で
あ
り
、
教
会
の
内
部
で
は
な

い
）
［
（

。
し
た
が
っ
て
、
映
画
の
中
に
そ
も
そ
も
ル
ー
ベ
ン
ス
の
絵

が
登
場
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
タ
イ

ト
ル
・
カ
ー
ド［
文
章
を
映
し
た
コ
マ
］で
説
明
さ
れ
、
映
像
と
し
て

は
出
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　
映
画
は
永
久
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
写

真
が
八
枚
残
っ
て
お
り
、
こ
の
映
画
化
第
一
作
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
ま
ず
わ
か
る
の

は
、
先
の
批
評
家
の
指
摘
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
撮

1914 年映画のネロとパトラッシュ．
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影
場
所
と
な
っ
た
建
築
物
か
ら
は
文
化
理
解
の
乏
し
さ
が
う
か
が
え
る
。
ニ
ュ
ー
ロ
シ
ェ
ル
の
市
庁
舎
を
見
れ
ば
、
ア

メ
リ
カ
人
で
な
く
と
も
、
そ
れ
が
「
純
ア
メ
リ
カ
産
」
の
タ
ウ
ン
ホ
ー
ル
で
あ
り
、
一
八
七
二
年
の
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
に

あ
っ
た
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
な
い
と
わ
か
る
に
違
い
な
い
。
監
督
は
観
客
を
ご
ま
か
せ
る
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
、
物
語
を
な
じ
み
の
あ
る
環
境
に
置
く
こ
と
で
、
現
実
味
を
帯
び
た
印
象
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
人
の
鑑
賞
者
が
自
国
の
風
景
や
建
物
は
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
見
分
け
が
つ
く
と
苦

言
を
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
に
は
、
も
し
か
す
る
と
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
を
異
な
る
風
景
や
土
地
柄
に
あ

う
よ
う
に
作
り
変
え
る
こ
と
は
無
理
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
だ
。
こ
れ
は
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
い
問

い
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
物
語
そ
の
も
の
は
か
な
り
あ
り
ふ
れ
た
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
厳
し
い
自
然
、
貧

困
、
風
車
小
屋
、
年
若
い
ヒ
ー
ロ
ー
、
忠
犬
、
裕
福
な
農
家
の
美
人
娘
…
…
唯
一
犬
荷
車
だ
け
が
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト

［
現
在
の
ベ
ネ
ル
ク
ス
］独
特
の
も
の
と
い
え
そ
う
だ
。
こ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
読
者
、
あ
る
い
は
映
画
の
鑑
賞

者
が
、
物
語
を
自
分
の
国
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
「
遠
く
の
国
」
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
に
設
定
し
た
が
る

の
は
、
ウ
ィ
ー
ダ
の
物
語
の
底
流
に
あ
る
辛
辣
な
社
会
批
評
の
せ
い
で
あ
る
、
と
。
一
方
で
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
人
は
、
こ

の
物
語
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
過
去
は
な
る
べ
く
な
ら
思
い
出
し
た
く
な
い
。「
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
」
と
「
犬
」
と
い
う

単
語
の
組
み
合
わ
せ
で
起
こ
る
拒
否
反
応
が
か
れ
こ
れ
一
世
紀
以
上
続
い
て
い
る
の
も
、
実
は
こ
の
社
会
批
評
が
原
因

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
写
真
の
話
に
戻
ろ
う
。
本
作
に
限
ら
ず
、
後
の
ア
メ
リ
カ
で
の
映
画
化
作
品
に
も
あ
て
は
ま
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い

る
衣
装
が
オ
ラ
ン
ダ
風
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
フ
ー
テ
ム
教
授
と
の
対
話
で
理

由
と
い
え
そ
う
な
事
実
が
わ
か
っ
た
。
一
九
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
結
ぶ
定
期
航
路
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で
は
数
十
隻
の
船
が
航
行
し
て
い
た
。
な
か
で
も
有
名
だ
っ
た
の
は
レ
ッ
ド
ス
タ
ー
ラ
イ
ン
社
で
、
一
八
七
三
年
に
初

就
航
、
そ
の
後
一
九
三
五
年
ま
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
お
よ
そ
三
〇
〇
万
人
を
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
か
ら
「
約
束
の
地
」

ア
メ
リ
カ
に
運
ん
だ
。
こ
の
航
路
の
ポ
ス
タ
ー
や
絵
は
が
き
、
あ
る
い
は
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
、
宣
伝
物
の
多
く
を
手
が
け

た
の
は
ア
ン
リ
・
カ
シ
エ
ー
ル（
一
八
五
八
～
一
九
四
四
年
）。
こ
の
画
家
は
オ
ラ
ン
ダ
の
民
俗
衣
装
、
特
に
ゼ
ー
ラ
ン
ト

地
方
と
カ
ッ
ト
ウ
ェ
イ
ク
の
そ
れ
に
強
く
惹
か
れ
、
レ
ッ
ド
ス
タ
ー
ラ
イ
ン
社
の
ポ
ス
タ
ー
に
も
登
場
さ
せ
た
。
こ
れ

ら
の
オ
ラ
ン
ダ
の
装
束
は
、
輸
出
さ
れ
る
画
像
が
少
な
い
な
か
で
目
を
引
く
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
ベ
ネ
ル
ク
ス
の
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
人
の
筆
者
か
ら
す
る
と
、
画
面
に
映
る
建
物（
の
内
外
）の
様
子
や
衣
装
は
軒
並
み
妙
に
ず
れ
て
い
る
。

何
よ
り
ち
ぐ
は
ぐ
な
の
は
雪
だ
。
も
っ
と
も
、
こ
の
雪
は
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
雑
誌
で
称
賛
さ
れ
、「
本
作
は
か
な
り
ユ

ニ
ー
ク
な
二
リ
ー
ル
の
映
画
で
、
美
し
い
冬
の
シ
ー
ン
が
作
中
に
多
数
盛
り
込
ま
れ
て
い
る）4
（

」「
映
画
は
激
し
く
舞
う

吹
雪
の
中
で
撮
影
さ
れ
た
。
こ
の
シ
ー
ン
は
ひ
じ

ょ
う
に
美
し
い）（
（

」
な
ど
と
評
さ
れ
た
。
つ
ま
り
こ

の
映
像
は
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
の
ウ
ィ
ー
ダ

の
描
写
─
─
「
天
気
は
非
常
に
荒
れ
、
冷
え
こ
ん

で
い
ま
し
た
。
雪
は
二
メ
ー
ト
ル［
原
文
を
直
訳
す
る

と
「
六
フ
ィ
ー
ト
」］近
く
つ
も
り
、
氷
は
、
雄
牛
と

人
が
い
っ
し
ょ
に
の
っ
て
も
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
な
ほ

ど
、
厚
く
張
っ
て
い
ま
し
た］4
［
＊

」
─
─
の
説
得
力
を

イギリスの影響がうかがえるア
メリカ風のインテリア．後ろに
見えるでたらめな糸車に注目．
糸車は，フランダース地方では
19 世紀半ばにはもう使われな
くなっていた．
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認
め
た
も
の
の
よ
う
だ
。
だ
が
、
実
は
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
地
方
で
は
雪
は
め
っ
た
に
降
ら
な
い
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
頃
に
雪

が
積
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
数
年
に
一
回
あ
る
か
な
い
か
だ
。
ク
リ
ス
マ
ス
当
日
の
雪
は
珍
鳥
並
み
の
貴
重
さ
で
、

た
と
え
雪
が
降
っ
た
と
し
て
も
、
何
日
も
残
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
一
九
四
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
観
測
デ

ー
タ
を
見
る
と
、
一
二
月
の
平
均
降
雪
日
数
は
四
日
、
一
月
は
六
日
。
こ
の
五
五
年
間
で
、
二
四
時
間
の
最
大
積
雪
量

は
一
七
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ー
ダ
が
ベ
ル
ギ
ー
に
滞
在
し
た
短
い
期
間
に
足
首
ま
で
埋
ま
る

よ
う
な
雪
が
実
際
に
積
も
っ
た
と
は
、
か
な
り
考
え
に
く
い
。
も
し
か
す
る
と
、
ウ
ィ
ー
ダ
は
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
地
方
の

記
録
的
な
厳
冬
の
こ
と
を
新
聞
で
知
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
八
六
七
年
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
六
〇
セ
ン
チ
の
積
雪
が

観
測
さ
れ
、
当
時
の
最
大
記
録
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
は
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
『
ド
ン
・
キ

ホ
ー
テ
』（
一
六
〇
五
年
）と
同
じ
く
、
一
八
七
二
年
に
実
在
し
た
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
地
方
に
お
け
る
架
空
の
人
物
の
体
験
と

み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ー
ダ
の
文
才
も
過
小
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
な
お
、
英
語
に
は

「
六
フ
ィ
ー
ト
下
」（six feet under

）と
い
う
一
九
世
紀
半
ば
に
さ
か
の
ぼ
る
言
い
回
し
が
あ
る
。［「
墓
に
入
っ
て
」
と
い
う
意

味
で
、］棺
桶
を
埋
め
る
深
さ
が
六
フ
ィ
ー
ト
と
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
き
た
。
ウ
ィ
ー
ダ
が
描
写
し
た
吹
雪
は
、

ア
メ
リ
カ
と
日
本
、
い
ず
れ
の
翻
案
で
も
、
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

な
効
果
を
ね
ら
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
物
語
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
期
待
に
応
え
る
た
め
で
も
あ

っ
た
。
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