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「
映
画
的
翻
訳
」と
し
て
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

高
　
　
　
美
　
哿

は
じ
め
に

　

文
体
は
映
像
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
物

語
だ
け
で
な
く
原
作
の
文
体
を
も
取
り
込
ん
だ
「
映
画
的
翻
訳
」
と
し
て
、

村
上
春
樹
原
作
の
短
編
小
説
を
も
と
に
市
川
準
が
映
画
化
し
た
『
ト
ニ
ー

滝
谷
』（
二
〇
〇
四
）
に
注
目
し
、
映
画
テ
ク
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
る
文
学
と

映
画
表
現
の
響
き
合
い
と
も
い
え
る
関
係
性
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
映
画
的
翻
訳
」
と
は
何
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
文
学
作
品
の

映
画
化
を
め
ぐ
っ
て
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
は
、
原
作
を
「
発
想
源
と
し
た

り
、
脚
色
す
る
だ
け
で
は
な
く
」1
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
へ
「
翻
訳
」
し
よ
う

と
試
み
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
映
画
も
あ
る
と
論
じ
た
。
バ
ザ
ン
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
た
映
画
的
翻
訳
作
品
に
お
い
て
、
監
督
は
文
学
と
映
画
に
お

け
る
美
学
的
構
造
の
違
い
か
ら
生
じ
る
困
難
に
直
面
し
つ
つ
も
、
文
学
作

品
に
固
有
の
表
現
や
言
語
的
特
質
の
「
等
価
物
」
を
映
像
で
創
り
出
す
べ

く
探
求
す
る
2
。
文
学
作
品
を
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
「
翻
訳
」
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
ド
ラ
マ
的
筋
立
て
を
映
像
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
原
作
の
文
体

と
そ
の
効
果
を
何
ら
か
の
形
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
移
植
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
バ
ザ
ン
に
な
ら
え
ば
、「
映
画
的
翻
訳
」

と
は
、
文
学
表
現
の
映
像
化
に
踏
み
込
ん
だ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

翻
訳
に
は
原
作
の
脱
文
脈
化
と
再
文
脈
化
を
伴
う
解
釈
が
つ
き
も
の

だ
が
、
解
釈
の
対
象
は
テ
ー
マ
（
物
語
）
だ
け
で
な
く
ス
タ
イ
ル
を
も
含

む
3
。
し
か
し
、
文
体
を
解
釈
し
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
翻
訳
者
自

身
が
持
つ
ス
タ
イ
ル
を
完
全
に
消
し
去
る
こ
と
で
も
、
逆
に
原
作
の
文

体
を
翻
訳
者
の
ス
タ
イ
ル
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
こ
と
で
も
な
い
。『
ト

ニ
ー
滝
谷
』
の
原
作
者
で
あ
り
、
自
作
執
筆
の
傍
ら
多
く
の
翻
訳
も
行
っ

	

市
川
準
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谷
』
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て
い
る
村
上
春
樹
に
よ
れ
ば
、
翻
訳
者
は
「
固
有
の
文
体
」
を
持
っ
て
い

る
必
要
が
あ
る
が
、
原
作
の
文
体
は
「
逆
向
き
に
翻
訳
者
の
文
体
を
も
規

定
」
す
る
と
い
う
4
。
原
作
者
と
翻
訳
者
の
間
に
は
ス
タ
イ
ル
や
創
造
性

の
相
互
作
用
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
バ
ザ
ン
も
ま
た
、
映
画
が
原
作
の

文
体
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
は
、「
映
画
的
」
な
る
も
の
の
放
棄
、
つ
ま
り

映
画
の
「
映
画
外
の
美
学
的
法
則
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
服
従
」5
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
文
体
の
映
画
へ
の
翻
訳
は
、
映
画

監
督
に
、「
い
っ
そ
う
の
創
意
と
想
像
力
を
要
求
す
る
」6
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
映
画
の
力
を
刷
新
」7
し
、
映
画
的
創
造
の
可
能
性
を
高
め
る
と
い
う

の
だ
。
ま
た
、
異
記
号
体
系
間
の
移
項
と
い
う
点
で
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
「
翻
訳
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
ロ
バ
ー
ト
・
ス
タ
ム

も
、
文
字
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
文
学
作
品
が
、
多
重
記
号
的
な
メ
デ
ィ
ア
で

あ
る
映
画
に
翻
訳
さ
れ
る
際
に
生
じ
る
「
対
話
的
プ
ロ
セ
ス （d

ialo
gical 

p
ro

cess

）」
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
有
益
だ

と
考
え
る
8
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
村
上
、
バ
ザ
ン
、
ス
タ
ム
の
三
者
が
と
も
に
、
翻

訳
・
映
画
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
原
作
と
の
ス
タ
イ
ル
面
で
の
対
話
や

相
互
作
用
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
稿
が
目
指
す
と
こ
ろ
も

ま
た
、
村
上
の
原
作
と
市
川
準
に
よ
る
映
画
化
作
品
に
い
か
な
る
ス
タ
イ

ル
面
で
の
対
話
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

市
川
準
と
村
上
春
樹

　

村
上
春
樹
の
短
篇
小
説
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
は
一
九
九
〇
年
に
出
版
さ
れ

た
。
主
人
公
ト
ニ
ー
滝
谷
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
占
領
下

の
日
本
で
、「
れ
っ
き
と
し
た
日
本
人
」9
の
両
親
の
も
と
に
生
ま
れ
た
が
、

父
親
の
友
人
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
少
佐
に
よ
っ
て
「
ト
ニ
ー
」
と
命
名
さ

れ
た
。
母
親
は
ト
ニ
ー
を
産
ん
で
す
ぐ
に
死
に
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
あ

っ
た
父
親
省
三
郎
は
留
守
が
ち
で
、
友
達
も
少
な
か
っ
た
ト
ニ
ー
は
、
幼

少
か
ら
孤
独
に
慣
れ
親
し
ん
で
成
長
す
る
。
産
業
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と

し
て
成
功
を
お
さ
め
た
ト
ニ
ー
は
、
洋
服
が
大
好
き
な
若
い
女
性
と
出
会

い
結
婚
す
る
が
、
幸
せ
な
生
活
は
交
通
事
故
に
よ
る
妻
の
突
然
の
死
に
よ

っ
て
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ニ
ー
は
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
雇

っ
て
そ
の
女
性
に
妻
の
服
を
着
せ
る
こ
と
を
思
い
つ
く
が
、
結
局
は
思
い

直
し
、
亡
き
妻
の
衣
類
を
古
着
屋
に
売
っ
て
し
ま
う
。
二
年
後
に
省
三
郎

も
死
に
、
そ
の
一
年
後
、
ト
ニ
ー
は
遺
品
の
レ
コ
ー
ド
処
分
す
る
。
物
語

は
、「
レ
コ
ー
ド
の
山
が
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
う
と
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は

今
度
こ
そ
本
当
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
」10
と
い
う
一
文
で
終
わ
る
。

　

こ
の
短
編
小
説
の
出
版
か
ら
一
四
年
が
た
っ
た
二
〇
〇
四
年
、
村
上

の
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
は
市
川
準
に
よ
っ
て
映
画
化
さ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年

に
急
死
す
る
ま
で
、
生
涯
二
〇
本
の
映
画
を
監
督
し
た
市
川
は
、
ロ
ン
グ

シ
ョ
ッ
ト
や
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
、
長
回
し
を
好
ん
で
使
用
し
、
日
常
を
非
ド

ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
写
す
る
こ
と
や
、
感
傷
や
メ
ロ
ド
ラ
マ
性
を
回
避
す
る

な
ど
の
特
徴
で
知
ら
れ
て
い
る
。
マ
ー
ク
・
シ
リ
ン
グ
は
、
市
川
の
ス
タ
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イ
ル
の
特
徴
を
、「
平
易
、
簡
素
、
極
め
て
控
え
め
」11
と
評
し
、
ド
ナ

ル
ド
・
リ
チ
ー
も
、「
簡
潔
な
構
造
と
静
か
な
威
厳
」12
を
市
川
映
画
に

見
出
し
て
い
る
。
映
像
美
に
耽
溺
す
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
も
、
そ
の
静
謐

な
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
内
面
を
探
求
し
て
い
く
ス
タ
イ
ル
は
、

綿
密
な
計
算
と
洗
練
さ
れ
た
方
法
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
、
映
画
に
お
い
て

「
禁
欲
的
な
世
界
を
形
作
る
根
拠
」13
で
あ
る
と
と
も
に
、
市
川
の
「
映
画

的
文
体
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
市
川
の
映
画
ス
タ
イ
ル
に
は
村
上
春
樹
の
文
体
と
共
通
点

が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
村
上
の
ス
タ
イ
ル
は
、「
平
明
で
詩

的
な
文
体
」14
、「
基
本
的
に
飾
り
気
の
な
い
静
か
な
言
葉
」15
と
評
さ
れ

る
よ
う
に
、
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
な
が
ら
も
、
注
意
深
く
選
ば
れ
た
言
葉
と

そ
の
独
創
的
な
使
い
方
に
よ
っ
て
独
自
の
味
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
自
身

の
文
体
に
つ
い
て
、「
シ
ン
プ
ル
な
言
葉
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ

ン
プ
ル
な
文
章
を
作
り
、
シ
ン
プ
ル
な
文
章
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

結
果
的
に
シ
ン
プ
ル
で
は
な
い

0

0

0

0

現
実
を
描
く
の
だ
」16
と
村
上
が
語
っ
て

い
る
よ
う
に
、
読
者
は
そ
の
簡
潔
な
文
体
に
よ
っ
て
、
時
に
は
極
め
て
混

沌
と
し
た
物
語
世
界
や
登
場
人
物
の
内
面
深
く
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。

登
場
人
物
の
内
面
や
心
の
内
を
詳
し
く
説
明
し
よ
う
と
は
し
な
い
、
と
い

う
点
で
も
市
川
と
村
上
は
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
喜
怒
哀
楽
を
い

ち
い
ち
描
く
必
要
は
な
い
（
中
略
）
た
だ
し
そ
れ
は
伝
わ
っ
て
こ
な
く
て

は
な
ら
な
い
」17
と
い
う
の
は
村
上
の
言
葉
だ
が
、
村
上
の
読
者
も
市
川

の
観
客
も
、
直
接
的
な
描
写
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
簡
潔
で
飾
り
気

の
な
い
ス
タ
イ
ル
が
紡
ぐ
文
章
や
映
像
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
内
面
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
市
川
は
一
九
四
八
年
、
村
上
は
一
九
四
九
年
生
ま
れ
で
あ
り
、

両
者
は
と
も
に
戦
後
の
団
塊
世
代
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
。
し
か

し
、
両
者
の
「
日
本
的
な
も
の
」
へ
の
距
離
感
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

し
ば
し
ば
作
品
に
お
け
る
「
日
本
的
な
も
の
」
の
不
在
が
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
18
、
村
上
や
彼
が
描
く
物
語
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
文
化
で
あ
れ
社

会
で
あ
れ
「
土
着
的
」
な
も
の
と
自
ら
を
切
り
離
し
距
離
を
と
ろ
う
と
す

る
。
一
方
、
市
川
の
映
画
に
は
そ
う
し
た
意
識
的
な
距
離
感
は
な
く
、
む

し
ろ
「
現
代
か
ら
は
忘
れ
ら
れ
た
古
き
良
き
〈
過
去
〉
の
情
景
」19
、
と
り

わ
け
下
町
の
風
景
に
並
々
な
ら
ぬ
愛
着
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の

だ
。

　

し
か
し
、「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
の
映
画
化
に
あ
た
っ
て
、
市
川
は
そ
れ
ま

で
の
自
分
の
映
画
ス
タ
イ
ル
で
は
、
原
作
の
「
透
明
感
や
、
温
度
の
低
さ

を
表
現
で
き
な
い
」20
と
考
え
た
。
村
上
が
作
り
上
げ
た
「
硬
質
で
あ
り

な
が
ら
も
、
現
実
の
地
上
か
ら
何
セ
ン
チ
か
浮
い
て
い
る
よ
う
な
小
説
世

界
」
は
、
映
画
的
表
現
に
お
け
る
新
た
な
試
み
を
市
川
に
「
要
請
」
し
た

と
い
う
21
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
は
、
村
上
の
小
説
の
映
画
化
に
は
、

物
語
世
界
を
単
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
す
だ
け
で
な
く
、
原
作
の
文
体

を
映
画
に
取
り
込
み
、
文
章
の
持
つ
質
感
や
色
調
の
よ
う
な
も
の
を
映
像

と
音
声
に
よ
っ
て
再
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
、
市
川
が
考
え
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
し
か
に
、
ほ
と
ん
ど
の
シ
ー
ン
を
高
台
の
空
き
地

に
建
て
た
「
小
劇
場
の
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
な
舞
台
」22
セ
ッ
ト
で
撮
影
し

た
と
い
う
映
画
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
は
、
市
川
の
他
の
作
品
に
し
ば
し
ば
あ
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ら
わ
れ
る
「
具
体
的
」
な
「
固
有
」
の
街
並
み
を
見
せ
る
こ
と
は
な
い
。
ま

る
で
「
ど
こ
で
も
な
い
か
の
よ
う
な
」
場
所
の
匿
名
性
は
、
フ
ィ
ル
ム
の

脱
色
処
理
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
色
調
の
浅
さ
と
と
も
に
、
現
実
的
な
「
生

活
臭
」
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
原
作
の
透
明
感
を
ス
ク
リ
ー
ン
上
に

作
り
出
す
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
市
川
の

『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
は
、
セ
ッ
ト
や
映
像
の
色
合
い
で
原
作
テ
ク
ス
ト
の
質

感
を
再
現
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
村
上
特
有
の
文
学
的
技
巧

の
映
画
的
「
等
価
物
」
を
作
り
出
す
べ
く
探
求
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

村
上
の
文
体
や
語
り
の
技
巧
を
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
「
翻
訳
」
す
る
と
い
う

課
題
に
市
川
の
創
造
力
は
ど
の
よ
う
に
応
え
た
の
だ
ろ
う
か
。「
時
代
と

の
距
離
感
」、「
語
り
の
ス
タ
イ
ル
」、「
比
喩
表
現
」
に
注
目
し
て
考
察
し

て
い
こ
う
。

「
時
代
」
と
の
距
離
感

　

市
川
は
、
原
作
の
「
年
代
記
的
な
語
り
口
」23
に
魅
力
を
感
じ
た
と
い

う
。
た
し
か
に
、
三
二
ペ
ー
ジ
し
か
な
い
原
作
に
は
、
一
九
三
〇
年
代
の

日
中
戦
争
か
ら
、
四
〇
年
代
の
真
珠
湾
攻
撃
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る

占
領
、
六
〇
年
代
の
学
生
運
動
、
八
〇
年
代
の
消
費
社
会
に
い
た
る
「
昭

和
時
代
」（
一
九
二
六
〜
一
九
八
九
）
が
、
物
語
に
う
っ
す
ら
と
通
底
す
る

影
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
多
く
の
村
上
作
品

同
様
、「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
の
語
り
手
や
登
場
人
物
は
、
時
代
の
さ
ま
ざ
ま

な
出
来
事
に
対
し
て
距
離
を
置
き
、
濃
密
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ

う
し
た
「
時
代
」
と
の
距
離
感
が
も
っ
と
も
顕
著
で
あ
る
の
が
、「
大
陸
に

お
け
る
日
本
人
の
国
外
生
活
の
退
廃
お
よ
び
戦
中
戦
後
の
混
乱
」
を
た
っ

た
数
ペ
ー
ジ
で
鮮
や
か
に
描
き
出
し
た
24

と
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
が
指

摘
す
る
序
盤
部
分
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
日
中
戦
争
か
ら
真
珠
湾
攻
撃
、
そ
し
て
原
爆

投
下
へ
と
到
る
戦
乱
激
動
の
時
代
を
、
彼
は
上
海
の
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ

で
気
楽
に
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
吹
い
て
過
ご
し
た
。
戦
争
は
彼
と
は
ま

っ
た
く
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
滝
谷

省
三
郎
は
歴
史
に
対
す
る
意
志
と
か
省
察
と
か
い
っ
た
よ
う
な
も
の

を
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
持
ち
合
わ
せ
な
い
人
間
だ
っ
た
の

だ
25
。

こ
こ
で
は
五
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
、
ト
ニ
ー
の
父
親
で
あ
る
省
三
郎
が
、

戦
前
、
戦
中
、
終
戦
直
後
と
い
う
動
乱
に
満
ち
た
時
代
を
い
か
に
生
き
た

か
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
村
上
は
、
省
三
郎
の
無
関
心
を
反
映
す
る

か
の
よ
う
に
、
戦
中
の
動
乱
を
淡
々
と
し
た
出
来
事
の
羅
列
で
描
写
し
て

い
る
。
惨
状
の
様
子
や
人
々
の
苦
し
み
は
書
か
れ
な
い
一
方
で
、
省
三
郎

の
退
廃
的
な
生
活
は
、
彼
が
「
手
当
た
り
次
第
交
わ
っ
た
女
」26
の
タ
イ

プ
ま
で
生
き
生
き
と
詳
細
に
描
か
れ
る
。
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市
川
の
映
画
で
も
、
戦
争
に
関
す
る
抑
制
さ
れ
た
語
り
は
踏
襲
さ
れ
て

い
る
。
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
省
三
郎
が
上
海
へ

渡
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
の
上
海
の
町
並
み
や
ジ
ャ

ズ
バ
ン
ド
の
古
い
白
黒
写
真
が
、
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
や
古
び
た
ス
ー
ツ
ケ
ー

ス
、
宝
石
の
首
飾
り
や
レ
コ
ー
ド
な
ど
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
カ
ラ
ー
映

像
と
交
互
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
だ
さ
れ
る
。
白
黒
の
ス
チ
ル
写
真
に
も
、

カ
ラ
ー
の
映
像
に
も
戦
争
の
描
写
ど
こ
ろ
か
気
配
さ
え
な
い
。
カ
ラ
ー
映

像
で
断
片
的
に
映
し
出
さ
れ
る
贅
沢
品
は
、
と
り
た
て
上
海
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
ジ
ャ
ズ
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
伴
っ
て
ナ
イ
ト
ク

ラ
ブ
や
上
海
の
町
並
み
と
と
も
に
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
省
三
郎
を
と

り
ま
く
艶
や
か
な
世
界
と
デ
カ
ダ
ン
な
暮
ら
し
ぶ
り
の
徴
し
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、「
省
三
郎
は
戦
乱
の
時
代
を
上
海
の
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
で
気

ま
ま
に
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
吹
い
て
過
ご
し
た
」
と
い
う
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー

の
語
り
が
入
る
と
、
ジ
ャ
ズ
音
楽
の
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
に
銃
声
や
大
砲

の
音
が
控
え
め
な
が
ら
も
加
わ
る
。
戦
争
に
関
わ
る
視
覚
的
な
映
像
、
例

え
ば
、
兵
隊
や
日
本
の
軍
旗
を
掲
げ
た
戦
場
を
映
し
た
白
黒
写
真
が
初
め

て
ス
ク
リ
ー
ン
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
省
三
郎

が
終
戦
後
中
国
軍
に
よ
っ
て
投
獄
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
後
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
映
像
や
音
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
、
原
作
に
ほ
の
め
か

さ
れ
た
省
三
郎
と
戦
争
と
の
係
わ
り
―
自
分
と
は
無
関
係
で
遠
く
に
聞
こ

え
る
ノ
イ
ズ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
中
国
軍
の
処
刑
を
待
つ
な
か
で
初

め
て
確
か
な
現
実
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

戦
争
と
そ
の
後
の
混
乱
に
対
す
る
距
離
感
は
、
原
作
、
映
画
と
も
に
、

省
三
郎
が
処
刑
を
逃
れ
て
東
京
に
戻
っ
た
あ
と
の
描
写
に
お
い
て
も
際
立

っ
て
い
る
。
原
作
で
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
荒
廃
は
、「
帰

っ
て
み
る
と
、
東
京
の
実
家
は
前
年
三
月
の
東
京
大
空
襲
で
焼
け
落
ち
て
、

両
親
は
そ
の
と
き
に
亡
く
な
っ
て
い
た
」27
と
い
う
一
文
の
み
で
表
現
さ

れ
て
い
る
。
語
り
手
は
続
け
て
、
省
三
郎
は
と
り
た
て
て
悲
し
む
こ
と
も

な
く
、
そ
の
先
ど
う
や
っ
て
生
き
残
り
続
け
る
か
を
考
え
て
い
た
と
説
明

す
る
が
、
具
体
的
な
状
況
描
写
は
皆
無
で
あ
り
、
切
羽
つ
ま
っ
た
感
情
が

描
か
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

市
川
の
映
画
で
は
、
復
員
兵
で
あ
ふ
れ
る
機
関
車
や
、
占
領
軍
兵
士
を
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取
り
囲
む
子
供
た
ち
を
映
し
た
古
い
写
真
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
、

省
三
郎
が
帰
還
し
た
終
戦
直
後
の
日
本
の
社
会
状
況
・
文
脈
を
視
覚
的
に

提
示
す
る
。
し
か
し
、
挿
入
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
す
べ
て
セ
ピ
ア
色
の
静

止
画
で
あ
り
終
戦
後
の
混
乱
を
生
々
し
く
見
せ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、

省
三
郎
が
映
さ
れ
る
と
き
に
は
い
つ
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
、
ス
チ
ル
で

提
示
さ
れ
る
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
省
三
郎
と
時
代
の

距
離
感
を
原
作
同
様
に
際
立
た
せ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

語
り
の
技
巧

　

村
上
の
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
は
、
物
語
内
に
は
実
体
を
持
た
な
い
語
り
手

に
よ
っ
て
三
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど

単
純
で
は
な
い
。
語
り
手
に
よ
っ
て
出
来
事
や
登
場
人
物
の
科
白
や
感
情

が
客
観
的
に
描
写
・
伝
達
さ
れ
つ
つ
も
、
登
場
人
物
の
思
考
や
言
葉
が
流

れ
込
み
、
両
者
の
語
り
の
境
界
が
し
ば
し
ば
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

例
え
ば
、
主
語
と
鍵
括
弧
の
不
在
に
よ
っ
て
、
語
り
手
に
よ
る
伝
達
な
の

か
登
場
人
物
自
身
の
言
葉
な
の
か
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
登

場
人
物
の
思
考
内
容
を
報
告
の
よ
う
な
形
で
描
写
し
つ
つ
、
口
語
的
な
表

現
を
使
用
し
、「
と
考
え
た
」、「
と
感
じ
た
」
と
い
っ
た
伝
達
節
を
省
略

す
る
自
由
間
接
話
法
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
ん
と
か
そ
こ
か
ら
脱
け
出
し
て
み
る
と
彼
女
は
約
束
し

た
。
こ
ん
な
こ
と
を
続
け
て
い
た
ら
今
に
家
が
服
で
い
っ
ぱ
い
に
な

っ
て
し
ま
う
も
の
。
一
週
間
ば
か
り
彼
女
は
新
し
い
洋
服
を
目
に
し

な
い
よ
う
に
、
家
の
中
に
こ
も
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
た
。
で
も
そ
う

し
て
い
る
と
、
な
ん
だ
か
自
分
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

な
気
が
し
た
。
空
気
の
少
な
い
惑
星
の
上
を
歩
い
て
い
る
み
た
い
だ

っ
た
。
毎
日
衣
装
室
に
入
り
、
自
分
の
服
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
手
に
取

っ
て
眺
め
て
過
ご
し
た
。
生
地
を
撫
で
回
し
、
匂
い
を
嗅
ぎ
、
袖
を

通
し
て
鏡
の
前
に
立
っ
て
み
た
。
ど
れ
だ
け
見
て
い
て
も
飽
き
な
か

っ
た
。
そ
し
て
見
れ
ば
み
る
ほ
ど
新
し
い
服
が
欲
し
く
な
っ
た
。
欲

し
い
と
思
う
と
も
う
我
慢
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

た
だ
た
だ
単
純
に
我
慢
が
で
き
な
か
っ
た
。28

　

服
を
買
い
す
ぎ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
ト
ニ
ー
の
妻
の
意
識
の
流
れ
を

描
写
す
る
こ
の
一
節
で
は
、
最
初
と
三
番
目
の
文
以
外
に
主
語
は
な
い
。

二
番
目
の
文
は
、
主
語
や
鍵
括
弧
は
な
い
も
の
の
、「
と
彼
女
は
思
っ
た
」

な
ど
の
伝
達
節
が
不
在
で
あ
る
こ
と
と
、「
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
う

も
の
」
と
い
う
女
性
的
な
口
語
表
現
に
よ
っ
て
、
ト
ニ
ー
の
妻
の
内
的
独

白
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
四
番
目
の
文
以
降
は
、

語
り
が
妻
と
語
り
手
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
る
。
ま
た
、

「
た
だ
た
だ
単
純
に
我
慢
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
最
後
の
文
は
、
異

な
る
字
体
で
書
か
れ
、
客
観
的
な
描
写
か
ら
溢
れ
出
て
し
ま
う
よ
う
な
妻

の
洋
服
に
対
す
る
理
性
を
超
え
た
感
情
や
執
着
心
に
読
者
を
引
き
込
ん
で

い
く
。
語
り
手
に
よ
る
客
観
的
な
語
り
と
登
場
人
物
の
主
観
的
な
言
葉
の

境
界
が
絶
え
ず
曖
昧
に
な
る
の
は
、
村
上
が
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
で
用
い
た
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特
徴
的
な
語
り
の
手
法
と
い
え
る
が
、
で
は
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
語
り

の
技
巧
は
ど
の
よ
う
に
映
画
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

　

市
川
の
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
は
、
原
作
の
三
人
称
の
語
り
を
、
ボ
イ
ス
オ

ー
バ
ー
に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
再
現
し
て
い
る
。
映
画
に
お
い

て
、
画
面
に
現
れ
ず
に
語
り
を
行
う
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
表
現
手
法
は
、
回
想
シ
ー
ン
に
お
け
る
導
入
や
、
物
語
が
始
ま
る
前

に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
説
明
す
る
バ
ッ
ク
ス
ト
ー
リ
ー
の
紹
介
な
ど
に
し

ば
し
ば
部
分
的
に
使
わ
れ
る
。
声
は
登
場
人
物
の
ひ
と
り
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
多
く
、
物
語
は
そ
の
声
の
持
ち
主
の
主
観
的
な
記
憶
や
思
考
を
軸

に
し
て
展
開
し
て
い
く
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
ト

ニ
ー
滝
谷
』
の
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
の
語
り
手
は
、
原
作
同
様
、
登
場
人
物

の
ひ
と
り
で
は
な
く
物
語
内
に
物
理
的
な
身
体
を
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、

ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
使
用
は
部
分
的
で
は
な
く
、
全
篇

に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
省
略
、
短
縮
、
ま
た
登
場
人
物
に
よ
っ
て

発
話
さ
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
映
画
の
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
は
、

村
上
の
原
作
を
朗
読
す
る
か
の
ご
と
く
、
語
り
を
提
供
し
て
い
る
の
だ
。

文
学
作
品
の
語
り
手
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
語
彙
や
言
葉
づ
か
い
、
登
場
人
物

や
出
来
事
と
の
距
離
感
な
ど
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
が
、
映
画
に
お
け
る
ボ

イ
ス
オ
ー
バ
ー
の
語
り
手
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
物
理
的
な
「
声
」
を
持

ち
、
そ
の
声
の
質
や
ト
ー
ン
、
話
す
テ
ン
ポ
は
、
語
り
手
の
イ
メ
ー
ジ
を

大
き
く
左
右
す
る
。
客
観
的
で
淡
々
と
し
な
が
ら
も
冷
た
さ
を
感
じ
さ
せ

な
い
原
作
の
語
り
手
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
映
画
で
は
、
柔
ら
か
く
、
ゆ
っ
く

り
と
話
す
落
ち
着
い
た
声
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
イ
ス

オ
ー
バ
ー
の
語
り
手
は
、
登
場
人
物
の
言
葉
や
気
持
ち
を
読
み
上
げ
る
と

き
に
も
、
声
の
ト
ー
ン
を
変
え
た
り
感
情
的
に
な
っ
た
り
せ
ず
、
原
作
に

あ
る
語
り
手
と
登
場
人
物
の
距
離
感
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
映
画
に

お
け
る
「
語
り
」
は
、
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
の
み

な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
、
映
画
の
「
語
り
」
は
、
ボ
イ
ス
オ
ー

バ
ー
や
登
場
人
物
の
台
詞
な
ど
の
「
言
葉
」
と
、
物
語
世
界
を
見
せ
る
映

像
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
形
式
が
複
雑
に
交
錯
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
な

り
た
っ
て
い
る
。
映
像
で
何
を
見
せ
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
見
せ
る
か

に
よ
っ
て
、「
語
ら
れ
る
事
柄
」
や
距
離
感
・
印
象
な
ど
を
操
作
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
。
例
え
ば
、
映
画
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
は
、
登
場
人
物
の

視
点
シ
ョ
ッ
ト
を
極
力
避
け
、
客
観
シ
ョ
ッ
ト
で
物
語
世
界
を
映
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
原
作
の
三
人
称
の
語
り
や
語
り
手
が
対
象
に
も
つ
距
離
感
を

再
現
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
原
作
で
、
登
場
人
物
の
主
観
的
な
思
考
や
感
情
が
客
観
的
な

語
り
に
流
れ
こ
ん
で
く
る
よ
う
に
、
市
川
の
映
画
で
も
様
々
な
手
法
に
よ

っ
て
そ
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
最
も
顕
著
な
技
法
は
、

登
場
人
物
が
文
の
途
中
や
終
わ
り
に
語
り
手
の
語
り
を
引
き
継
ぐ
こ
と
だ

ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
、
ト
ニ
ー
の
妻
が
服
を
買
う
こ
と
を
控
え
よ
う
と

家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
場
面
で
は
、
他
の
文
は
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
の
語

り
手
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、「
し
か
し
な
ん
と
か
そ
こ
か
ら

脱
け
出
し
て
み
る
と
彼
女
は
約
束
し
た
」
と
い
う
最
初
の
一
文
と
、「
た

だ
た
だ
単
純
に
我
慢
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
最
後
の
文
は
、
ト
ニ
ー

の
妻
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
彼
女
」
と
い
う
主
語
が
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「
私
」
に
変
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
彼
女
は
約
束
し
た
」
と
い
う
伝
達

節
も
省
か
れ
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
切
羽
詰
ま
っ
た
服
に
対
す
る
欲
望

が
、
妻
の
口
か
ら
発
話
さ
れ
る
こ
と
で
強
調
さ
れ
つ
つ
も
、
妻
の
声
と
語

り
の
ト
ー
ン
は
、
語
り
手
同
様
に
感
情
を
完
全
に
排
除
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
シ
ー
ン
全
体
を
通
し
て
、
妻
の
視
点
シ
ョ
ッ
ト
は
な
い
。
カ
メ
ラ
は

常
に
語
り
手
の
位
置
か
ら
妻
を
と
ら
え
、
彼
女
が
発
話
す
る
と
き
に
さ
え

近
く
に
よ
る
こ
と
も
な
く
、
妻
の
顔
は
い
か
な
る
感
情
も
あ
ら
わ
さ
な
い
。

原
作
に
お
い
て
、
語
り
が
語
り
手
と
妻
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
が
曖
昧
で

あ
る
よ
う
に
、
妻
に
よ
っ
て
発
話
さ
れ
る
言
葉
は
、
彼
女
と
語
り
手
の
間

で
ど
ち
ら
つ
か
ず
に
浮
遊
し
て
い
る
の
だ
。

　

次
に
、
文
の
一
部
分
を
登
場
人
物
が
引
き
継
ぐ
例
を
み
て
い
こ
う
。
省

三
郎
の
ラ
イ
ブ
の
場
面
で
あ
る
。 

　

滝
谷
省
三
郎
は
昔
と
ま
っ
た
く
同
じ
種
類
の
音
楽
を
演
奏
し
て
い

た
。（
中
略
）

　

し
か
し
し
ば
ら
く
演
奏
を
聴
い
て
い
る
う
ち
に
、
ま
る
で
細
い
パ

イ
プ
に
静
か
に
し
か
し
確
実
に
ご
み
が
溜
ま
っ
て
い
く
み
た
い
に
、

そ
の
音
楽
の
中
の
何
か
が
彼
を
息
苦
し
く
さ
せ
、
居
心
地
悪
く
さ
せ

た
。
そ
の
音
楽
は
ト
ニ
ー
滝
谷
が
記
憶
し
て
い
る
か
つ
て
の
父
親
の

音
楽
と
は
少
し
違
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
。（
中
略
）
で
も
彼

に
は
そ
の
違
い
が
重
要
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
ほ
ん
の
僅

か
な
違
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
れ
は
大
事
な
こ
と
な
の
だ
。
彼

は
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
っ
て
い
っ
て
父
親
の
腕
を
摑
み
、
い
っ
た
い
何

が
違
う
ん
だ
い
、
お
父
さ
ん
、
と
問
い
か
け
て
み
た
か
っ
た
。29　

　

原
作
は
、
語
り
手
に
よ
る
客
観
的
な
描
写
か
ら
次
第
に
ト
ニ
ー
の
意
識

の
流
れ
に
焦
点
を
あ
て
た
語
り
の
モ
ー
ド
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
読

み
手
を
ト
ニ
ー
の
内
面
に
引
き
込
ん
で
い
く
。
例
え
ば
、「
ほ
ん
の
僅
か

な
ち
が
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
れ
は
大
事
な
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う

一
文
に
は
、「
と
彼
は
思
っ
た
」
な
ど
の
伝
達
節
が
な
く
、
さ
ら
に
現
在

形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
語
り
が
ト
ニ
ー
の
思
考
に
近
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
最
後
の
文
は
、「
彼
は
…
、
と
問
い
か
け
て
み
た
か
っ
た
」
と

い
う
伝
達
節
を
使
っ
て
い
る
も
の
の
、「
何
が
違
う
ん
だ
い
」
と
い
う
ト

ニ
ー
の
疑
問
に
は
、
く
だ
け
た
口
語
表
現
を
用
い
、
感
情
を
よ
り
主
観
的

に
あ
ら
わ
す
内
的
独
白
の
よ
う
な
手
法
を
と
っ
て
い
る
。

　

映
画
で
は
、
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
の
語
り
手
に
よ
っ
て
、「
細
い
パ
イ
プ
」

の
比
喩
の
文
を
除
く
こ
の
一
節
が
読
ま
れ
る
。
ま
ず
、
ト
ニ
ー
と
妻
が
ジ

ャ
ズ
ク
ラ
ブ
に
到
着
す
る
と
こ
ろ
か
ら
シ
ー
ン
は
始
ま
り
、
ク
ラ
ブ
の
入

り
口
で
案
内
を
待
つ
二
人
が
ミ
デ
ィ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
ト
と
切
り
返
し
で
み

せ
ら
れ
る
。
次
に
、
省
三
郎
の
演
奏
を
聞
く
ト
ニ
ー
の
バ
ス
ト
・
シ
ョ
ッ

ト
に
切
り
替
わ
り
、
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
の
語
り
が
ト
ニ
ー
の
心
情
や
思
考

を
淡
々
と
感
情
的
な
ト
ー
ン
を
加
え
る
こ
と
な
く
描
写
し
始
め
る
。
し
か

し
、
声
に
よ
る
語
り
が
客
観
的
で
ト
ニ
ー
の
内
面
と
距
離
を
置
く
一
方
で
、

カ
メ
ラ
は
、
徐
々
に
ト
ニ
ー
の
表
情
を
と
ら
え
た
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
に
ズ

ー
ム
し
て
い
く
こ
と
で
視
覚
的
に
観
客
を
ト
ニ
ー
の
意
識
へ
と
引
き
込
ん

で
い
く
。
カ
メ
ラ
は
ま
ず
メ
デ
ィ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
ト
で
、
ト
ニ
ー
の
微
妙
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な
表
情
の
変
化
を
控
え
め
に
と
ら
え
る
と
、
ゆ
っ
く
り
と
、
少
し
ず
つ
ト

ニ
ー
に
近
づ
い
て
い
く
。
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
映
さ
れ
た
ト
ニ
ー
は
無
表

情
に
近
い
も
の
の
、
か
す
か
な
苛
立
ち
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
ト
ニ

ー
と
ス
テ
ー
ジ
で
演
奏
す
る
省
三
郎
が
カ
ッ
ト
・
バ
ッ
ク
で
交
互
に
映

さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
わ
ず
か
な
が
ら
も
映
っ
て
い
た
ト
ニ
ー
の
妻

や
、
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
、
他
の
客
は
完
全
に
ス
ク
リ
ー
ン
か
ら
消
え
て
し
ま

う
。
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を
演
奏
す
る
省
三
郎
の
姿
は
別
の
角
度
か
ら
と
っ
た

シ
ョ
ッ
ト
に
デ
ィ
ゾ
ル
ブ
さ
れ
る
が
、
背
景
は
常
に
真
っ
黒
で
あ
り
、
バ

ン
ド
メ
ン
バ
ー
や
ス
テ
ー
ジ
が
背
景
に
映
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
映

し
出
さ
れ
て
い
る
省
三
郎
の
姿
は
、
客
観
的
な
描
写
で
は
な
く
、
ト
ニ
ー

の
頭
の
中
に
あ
る
主
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
彼
は
ス
テ

ー
ジ
に
上
が
っ
て
い
っ
て
父
親
の
腕
を
摑
み
」
と
い
う
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー

の
語
り
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
ト
ニ
ー
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
い
っ

た
い
何
が
違
う
ん
だ
い
、父
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
引
き
継
が
れ
る
も
の

の
、
最
後
は
再
び
語
り
手
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
る
。
ト
ニ
ー
の
発
話

は
語
り
手
に
よ
っ
て
「
語
ら
れ
て
い
る
」
文
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
ト

ニ
ー
の
心
情
は
彼
自
身
の
声
で
観
客
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
ト
ニ
ー
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
へ
の
ズ
ー
ム
や
、
周
り
を
い
っ

さ
い
排
除
し
て
し
ま
う
よ
う
な
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
、
さ
ら
に
は
ト
ニ
ー
の
ボ

イ
ス
オ
ー
バ
ー
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
介
入
と
い
っ
た
様
々
な
手
法
に
よ
っ

て
、
意
識
の
流
れ
や
内
的
独
白
な
ど
が
交
錯
す
る
複
雑
な
原
作
の
語
り
の

形
式
が
映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

映
像
と
音
に
よ
る
比
喩
表
現

　

村
上
は
、
比
喩
、
と
り
わ
け
直
喩
の
見
事
な
使
い
手
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
が
、
上
記
の
シ
ー
ン
は
、「
比
喩
表
現
」
を
映
像
化
す
る
こ
と
に
ま

つ
わ
る
興
味
深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
村
上
自
身
は
比
喩
を
、「
複

合
的
な
意
味
を
共
有
す
る
」30
た
め
の
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
で
あ
り
、「
定
義

し
が
た
い
も
の
を
定
義
す
る
」、「
最
良
・
最
短
の
方
法
」31
だ
と
考
え
る
。

「
言
語
で
は
言
い
表
し
が
た
い
こ
と
を
言
語
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
て
、
総

体
的
に
流
れ
と
し
て
表
現
」32
で
き
る
の
が
比
喩
だ
と
い
う
の
だ
。
レ
イ

モ
ン
ド
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
の
『
リ
ト
ル
・
シ
ス
タ
ー
』
の
中
に
出
て
く
る

「
部
屋
は
突
然
、
落
と
し
た
ケ
ー
キ
の
よ
う
な
重
い
静
寂
に
包
ま
れ
た
」

と
い
う
文
章
を
、
シ
ン
プ
ル
な
比
喩
が
持
ち
う
る
効
果
の
例
と
し
て
挙
げ
、

村
上
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
静
寂
だ
っ
た
か
、
読
者
は
一
瞬
に
し
て

「
ほ
と
ん
ど
視
覚
的

4

4

4

に
」33
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
し
て
い
る
。

村
上
は
比
喩
の
「
視
覚
性
」
を
重
視
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
視
覚
的
」
な

比
喩
表
現
を
映
画
で
「
視
覚
化
」
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
村
上
が

例
に
挙
げ
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
の
「
沈
黙
」
を
床
に
落
ち
た
ケ
ー
キ
の
映
像

に
よ
っ
て
あ
ら
わ
そ
う
す
れ
ば
極
め
て
陳
腐
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
比

喩
表
現
を
文
字
通
り
映
像
化
し
て
し
ま
え
ば
原
文
が
持
つ
独
自
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
お
そ
ら
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
映
画
で
原
作
の
比

喩
の
効
果
を
再
現
す
る
に
は
、
そ
れ
が
持
つ
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
異
な
る

方
法
で
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
先
に
引

用
し
た
一
節
の
中
で
、
ト
ニ
ー
が
省
三
郎
の
演
奏
に
対
し
て
感
じ
る
違
和
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感
を
表
す
「
ま
る
で
細
い
パ
イ
プ
に
静
か
に
し
か
し
確
実
に
ご
み
が
溜
ま

っ
て
い
る
み
た
い
に
」
と
い
う
比
喩
表
現
は
、
ト
ニ
ー
の
微
妙
な
表
情
を

捉
え
た
一
連
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

原
作
の
比
喩
表
現
が
、
音
や
映
像
、
ま
た
は
そ
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
場
面
も
あ
る
。
次
の
一
節
は
、
後
に
妻
と
な
る
女
性
へ

プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
し
た
後
、
彼
女
の
返
事
を
待
っ
て
い
る
間
の
ト
ニ
ー
の
心

情
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

彼
女
が
考
え
て
い
る
あ
い
だ
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
毎
日
ひ
と
り
で
酒
を

飲
ん
だ
。
仕
事
は
手
に
つ
か
な
か
っ
た
。
孤
独
が
突
然
重
圧
と
な
っ

て
彼
を
押
さ
え
つ
け
、
苦
悶
さ
せ
た
。
孤
独
と
は
牢
獄
の
よ
う
な
も

の
だ
と
彼
は
思
っ
た
。
俺
は
こ
れ
ま
で
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
だ

け
な
の
だ
。
彼
は
自
分
を
取
り
込
ん
だ
壁
の
厚
み
と
冷
や
や
か
さ
を
、

絶
望
的
な
目
で
眺
め
つ
づ
け
て
い
た
。
も
し
彼
女
が
結
婚
し
た
く
な

い
と
言
っ
た
ら
、
俺
は
こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い

な
。34

ト
ニ
ー
の
主
観
的
で
個
人
的
な
思
考
や
内
面
と
、
語
り
手
の
客
観
的
な

描
写
が
入
り
組
ん
で
い
る
一
節
だ
が
、
こ
こ
で
、「
牢
獄
」
と
い
う
比
喩
は
、

ト
ニ
ー
に
と
っ
て
「
孤
独
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
変
化
を
示
す
極
め
て

重
要
な
表
現
で
あ
る
。「
人
生
の
あ
る
種
の
前
提
」
と
し
て
、
ま
た
「
習
慣

と
し
て
」35
幼
少
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
孤
独
は
今
、
彼
を
ひ
ど
く
苦

し
め
、
怖
さ
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

  

一
方
、
映
画
は
こ
の
シ
ー
ン
を
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
客
観
的
に
描
写
し

て
い
る
。
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
の
語
り
手
は
、「
孤
独
と
は
牢
獄
の
よ
う
な

も
の
だ
と
彼
は
思
っ
た
」
と
い
う
一
文
と
、「
も
し
彼
女
が
結
婚
し
た
く

な
い
と
言
っ
た
ら
、
俺
は
こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と

い
う
、
一
人
称
が
使
わ
れ
る
数
少
な
い
例
で
も
あ
る
一
文
を
読
む
が
、
そ

の
口
調
は
淡
々
と
し
て
お
り
、
ト
ニ
ー
の
切
羽
詰
ま
っ
た
心
情
を
声
音
に

付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
最
後
の
文
に
「
と
彼
女
に
伝
え
た

か
っ
た
」
と
い
う
原
作
に
は
な
い
伝
達
節
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ト
ニ
ー
の
内
的
独
白
と
い
う
よ
り
、
語
り
手
の
描
写
的
要
素

が
強
め
ら
れ
て
い
る
。
映
像
面
に
お
い
て
も
、
ト
ニ
ー
の
視
点
シ
ョ
ッ

ト
や
、
感
情
に
せ
ま
る
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
な
ど
は
使
わ
れ
ず
、
カ
メ
ラ

は
、
や
や
距
離
を
も
っ
て
ト
ニ
ー
を
観
察
す
る
か
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い

る
。
ト
ニ
ー
が
台
所
で
ひ
と
り
酒
を
飲
む
姿
に
続
く
薄
暗
い
夜
空
の
映
像

は
、
あ
る
種
の
「
孤
独
」
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
「
牢
獄
」
や
「
壁
の

厚
み
」
と
い
っ
た
表
現
が
持
つ
抑
圧
的
で
切
迫
感
を
感
じ
さ
せ
る
響
き
と

は
異
な
り
、
む
し
ろ
、
静
か
な
憂
い
を
思
わ
せ
る
映
像
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
牢
獄
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
「
音
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ

ー
ン
の
始
ま
り
部
分
に
は
、
優
し
げ
で
か
す
か
な
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
る
よ

う
な
ソ
ロ
ピ
ア
ノ
の
テ
ー
マ
曲
が
背
景
に
使
わ
れ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
す

る
と
ピ
ア
ノ
は
フ
ェ
イ
ド
ア
ウ
ト
し
、
無
音
の
間
が
少
し
お
か
れ
る
。
そ

の
後
、
語
り
手
が
ト
ニ
ー
の
心
情
を
淡
々
と
語
り
は
じ
め
る
と
、
今
度
は
、

足
音
と
も
時
計
の
音
と
も
と
れ
る
音
が
か
す
か
に
聞
こ
え
て
く
る
。
ゆ

っ
く
り
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
鋭
さ
と
、
心
持
ち
不
気
味
な
ト
ー
ン
を
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持
つ
そ
の
音
は
、
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
ト
ニ
ー
の
孤
独
に
不
安
を
付

け
加
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
音
は
物
語
世
界
の
外
部
（n

o
n
-

d
iegesis

）
に
あ
り
、
背
景
音
と
し
て
場
面
の
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
で
は
、
物
語
内
部
（d

iegesis

）
に
属
し
、
孤

独
と
い
う
牢
獄
で
プ
ロ
ポ
ー
ズ
の
返
事
を
待
つ
ト
ニ
ー
が
、
心
の
中
で
聞

く
看
守
の
足
音
と
も
、
刑
の
執
行
ま
で
の
時
間
を
刻
む
時
計
の
音
と
も
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
物
語
内
外
の
音
の
境
界
の
曖

昧
さ
は
、
物
語
の
外
部
か
ら
出
来
事
を
描
写
す
る
語
り
手
の
語
り
と
登
場

人
物
の
思
考
や
感
情
が
と
き
お
り
交
錯
す
る
村
上
の
物
語
世
界
を
映
画
で

構
築
す
る
こ
と
に
も
一
役
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

音
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
「
牢
獄
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
ト
ニ
ー
が
空
っ
ぽ

に
な
っ
た
部
屋
に
ひ
と
り
横
た
わ
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
近
く
の
シ
ー
ン
で
視

覚
的
に
裏
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
部
屋
は
か
つ
て
の
妻
の
衣
装
部
屋
で
あ
り
、

父
、
省
三
郎
の
死
後
、
遺
品
で
あ
る
レ
コ
ー
ド
を
し
ば
ら
く
放
置
し
て
い

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
は
ま
ず
、
何
も
な
い
部
屋
の
真
ん
中
に
横
た

わ
る
ト
ニ
ー
を
と
ら
え
る
。
真
っ
白
な
壁
に
囲
ま
れ
た
部
屋
は
、
そ
れ
自

体
監
獄
の
一
室
に
見
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
こ
へ
ほ
ん
の
束
の
間
で
あ
る

も
の
の
、
映
画
の
前
半
に
出
て
き
た
、
省
三
郎
が
中
国
の
監
獄
で
横
た
わ

る
姿
が
、
足
音
＝
時
計
の
音
を
思
わ
せ
る
音
と
と
も
に
挿
入
さ
れ
る
。
同

じ
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
で
撮
ら
れ
、
同
じ
姿
勢
で
横
た
わ
る
二
人
の
シ
ョ
ッ

ト
を
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
ト
ニ
ー
の
孤
独
が
処
刑
を
待
っ
て
い
た
省
三
郎

の
孤
独
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
足
音
＝
時
計
の
音
と
と

も
に
挿
入
さ
れ
る
省
三
郎
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
先
に
あ
ら
わ
れ
た
「
牢
獄
」

の
映
画
的
比
喩
表
現
と
し
て
の
足
音
＝
時
計
の
音
を
、
遡
及
的
に
裏
づ
け

る
。
さ
ら
に
、
現
在
の
ト
ニ
ー
と
一
九
四
〇
年
代
の
省
三
郎
を
結
び
つ

け
る
こ
と
で
、
こ
の
シ
ー
ン
は
、
市
川
が
村
上
の
原
作
に
見
出
し
た
「
年

代
記
の
よ
う
な
」
構
成
を
さ
り
げ
な
く
再
確
認
し
て
い
る
と
も
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
中
国
の
牢
獄
に
横
た
わ
る
省
三
郎
の
姿
は
、
父
と
息
子

を
「
孤
独
」
と
い
う
共
通
点
で
結
び
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
村
上
の
テ
ク

ス
ト
が
距
離
を
と
り
つ
つ
も
決
し
て
排
除
は
し
な
か
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
、

省
三
郎
と
ト
ニ
ー
の
人
生
に
通
底
し
継
続
し
て
い
た
昭
和
と
い
う
時
代
の

影
を
映
画
テ
ク
ス
ト
に
召
喚
し
て
い
る
の
だ
。

　

村
上
は
、
ト
ニ
ー
が
妻
の
衣
装
部
屋
で
過
ご
す
物
語
の
後
半
場
面
で
、

さ
ら
に
精
妙
な
比
喩
表
現
を
展
開
す
る
。 

  

女
が
帰
っ
た
あ
と
で
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
妻
の
衣
装
室
に
入
っ
て
ド

ア
を
閉
め
、
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
を
し
ば
ら
く
ぼ
ん
や
り
と
眺
め

て
い
た
。
ど
う
し
て
あ
の
女
が
服
を
見
て
泣
い
た
の
か
、
彼
に
は
よ
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く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
服
は
彼
に
は
妻
が
残
し
て
行
っ
た
影

の
よ
う
に
見
え
た
。
サ
イ
ズ
７
の
彼
女
の
影
が
折
り
重
な
る
よ
う
に

何
列
に
も
並
ん
で
、
ハ
ン
ガ
ー
か
ら
下
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
人
間

の
存
在
が
内
包
し
て
い
た
無
限
の
（
す
く
な
く
と
も
理
論
的
に
は
無

限
の
）
可
能
性
の
サ
ン
プ
ル
を
幾
つ
か
集
め
て
ぶ
ら
さ
げ
た
も
の
の

よ
う
に
見
え
た
。

　

そ
れ
ら
の
影
は
、
か
つ
て
は
妻
の
体
に
付
着
し
、
あ
た
た
か
な
息

吹
を
与
え
ら
れ
、
妻
と
と
も
に
動
い
て
い
た
影
で
あ
っ
た
、
し
か
し

今
彼
の
眼
前
に
あ
る
も
の
は
、
生
命
の
根
を
失
っ
て
一
刻
一
刻
と
ひ

か
ら
び
て
い
く
み
す
ぼ
ら
し
い
影
の
群
れ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
な
ん
の
意
味
も
持
た
な
い
た
だ
の
古
ぼ
け
た
服
だ
っ
た
。
彼
は
そ

れ
を
見
て
い
る
い
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
息
苦
し
く
な
っ
て
き
た
。
様
々

な
色
が
ま
る
で
花
粉
の
よ
う
に
宙
に
舞
い
、
彼
の
目
や
耳
や
鼻
腔
に

飛
び
込
ん
で
き
た
。
貪
欲
な
フ
リ
ル
や
ボ
タ
ン
や
エ
ポ
レ
ッ
ト
や
飾

り
ポ
ケ
ッ
ト
や
レ
ー
ス
や
ベ
ル
ト
が
部
屋
の
空
気
を
奇
妙
に
希
薄
な

も
の
に
し
て
い
た
。
た
っ
ぷ
り
と
用
意
さ
れ
た
防
虫
剤
の
匂
い
が
無

数
の
微
小
な
羽
虫
の
よ
う
に
無
音
の
音
を
立
て
て
い
た
。
彼
は
自
分

が
今
で
は
服
を
憎
ん
で
い
る
こ
と
に
ふ
と
気
づ
い
た
。
彼
は
壁
に
も

た
れ
、
腕
を
組
ん
で
目
を
閉
じ
た
。
孤
独
が
生
暖
か
い
闇
の
汁
の
よ

う
に
ふ
た
た
び
彼
を
浸
し
た
。
こ
れ
は
も
う
み
ん
な
終
わ
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
な
の
だ
、
と
彼
は
思
っ
た
。
も
う
何
を
し
た
と
こ
ろ
で
、

す
べ
て
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。36 

　

こ
の
一
節
の
中
に
は
、「
影
」
や
「
花
粉
」
の
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
な
直
喩

に
は
じ
ま
り
、
提
喩
と
も
擬
人
化
と
も
と
れ
る
「
貪
欲
な
フ
リ
ル
や
ボ

タ
ン
や
エ
ポ
レ
ッ
ト
や
飾
り
ポ
ケ
ッ
ト
や
レ
ー
ス
や
ベ
ル
ト
」、
さ
ら
に

抽
象
的
な
「
無
限
の
可
能
性
の
サ
ン
プ
ル
」
と
い
っ
た
表
現
に
至
る
ま
で
、

様
々
な
比
喩
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
次
か
ら
次
へ
と
現
わ
れ
る
過
剰

と
も
い
え
る
ほ
ど
の
比
喩
表
現
、「
影
」
や
「
無
限
の
可
能
性
」
と
い
っ
た

言
葉
の
繰
り
返
し
、
一
文
の
中
で
次
々
に
羅
列
さ
れ
る
衣
類
の
パ
ー
ツ
と

五
回
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
接
続
詞
の
「
や
」
は
、
文
章
に
リ

ズ
ム
や
詩
的
か
つ
装
飾
的
な
彩
り
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
ト
ニ
ー
の
高

ま
る
鬱
屈
感
を
巧
妙
に
作
り
出
し
て
い
る
。

　

映
画
で
は
ま
ず
、
妻
の
衣
装
部
屋
の
床
に
座
る
ト
ニ
ー
の
姿
が
ロ
ン
グ

シ
ョ
ッ
ト
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
の
一
番
奥
に
ト
ニ
ー
が
小
さ

く
映
る
も
の
の
、
吊
り
下
げ
ら
れ
た
膨
大
な
服
と
、
床
に
び
っ
し
り
と
置

か
れ
た
靴
が
フ
レ
ー
ム
の
大
部
分
を
占
め
る
閉
塞
感
が
充
満
し
た
シ
ョ
ッ

ト
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
右
上
か
ら
あ
て
ら
れ
た
照
明
が
、
ト
ニ
ー
の
姿
を

薄
暗
い
部
屋
の
中
で
、
ぼ
ん
や
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
孤
独
と
陰
鬱
さ

を
強
調
す
る
。
十
分
な
光
が
な
い
た
め
、
ハ
ン
ガ
ー
か
け
ら
れ
て
い
る
服

の
色
の
区
別
は
ほ
と
ん
ど
つ
か
ず
、
す
べ
て
が
影
の
よ
う
で
あ
り
、
引
用

し
た
一
節
の
視
覚
的
要
約
と
い
え
る
か
の
よ
う
に
、「
影
」
の
比
喩
や
ト

ニ
ー
の
孤
独
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
吊
り
下
が
っ
た
洋
服
の
肩
の
部
分
と
ト
ニ
ー
の
顔
が
交
互
に

三
回
に
わ
た
っ
て
映
し
出
さ
れ
る
。
カ
メ
ラ
が
最
初
に
と
ら
え
る
服
の
肩

部
分
の
超
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
は
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
が
、
次
第
に
フ
ォ
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ー
カ
ス
さ
れ
輪
郭
や
色
が
明
確
に
な
る
。
カ
メ
ラ
と
フ
ォ
ー
カ
ス
は
、
ゆ

っ
く
り
と
隣
に
か
か
っ
た
洋
服
に
移
動
し
、
次
か
ら
次
へ
と
肩
だ
け
を
映

し
続
け
、
そ
の
映
像
に
「
そ
の
服
は
妻
が
残
し
て
い
っ
た
影
の
よ
う
に
見

え
た
」
と
い
う
ボ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
が
重
ね
ら
れ
る
と
、
今
度
は
無
表
情
な

ト
ニ
ー
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
へ
と
カ
ッ
ト
さ
れ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
が

（
肩
の
シ
ョ
ッ
ト
と
ト
ニ
ー
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
）
は
さ
ら
に
二
度
繰
り

返
さ
れ
、
最
後
に
ト
ニ
ー
が
語
り
手
を
引
き
継
ぎ
、「
だ
ん
だ
ん
息
苦
し

く
な
っ
て
き
た
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
目
を
閉
じ
る
と
こ
ろ
で
シ
ー
ン
が

終
わ
る
。

　

洋
服
の
肩
部
分
を
と
ら
え
る
シ
ョ
ッ
ト
は
、
撮
影
担
当
の
広
川
の
ア
イ

デ
ア
だ
っ
た
と
い
う
。
服
の
肩
に
は
、
そ
れ
を
着
て
い
た
人
の
人
格
や
記

憶
が
出
る
と
い
う
広
川
の
考
え
が
し
め
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
映
さ
れ
て
い

る
膨
大
な
服
の
肩
の
部
分
は
、
単
に
服
の
一
パ
ー
ツ
で
は
な
い
37
。
村
上

の
テ
ク
ス
ト
が
、
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ
た
妻
の
生
命
を
強
調
す
る
こ
と
で

「
生
命
の
不
在
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、「
肩
」
は
、
か
つ
て
そ
こ
に
付

着
し
て
い
た
妻
の
「
生
命
」
や
「
温
か
な
息
吹
」
と
、
現
在
に
お
け
る
そ
れ

ら
の
絶
対
的
な
不
在
を
同
時
に
示
唆
す
る
。
肩
の
シ
ョ
ッ
ト
は
詩
的
で
あ

る
と
同
時
に
、「
フ
リ
ル
や
ボ
ダ
ン
や
エ
ポ
レ
ッ
ト
や
飾
り
ポ
ケ
ッ
ト
や

レ
ー
ス
や
ベ
ル
ト
」
と
い
っ
た
洋
服
の
パ
ー
ツ
で
服
全
体
を
言
い
換
え
る

「
提
喩
」
を
用
い
た
修
辞
表
現
の
映
像
化
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
超
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
が
と
ら
え
る
衣
類
の
表

面
の
毛
羽
立
ち
は
、「
花
粉
の
よ
う
に
」
と
い
う
比
喩
を
も
想
起
さ
せ
る
。

原
作
が
語
の
繰
り
返
し
や
、
短
め
の
文
章
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
作
り
上

げ
て
い
る
リ
ズ
ム
や
高
ま
る
抑
圧
感
は
、
ト
ニ
ー
の
顔
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
と
肩
の
超
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
を
交
互
に
つ
な
ぐ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
、
フ
ォ

ー
カ
ス
と
フ
ォ
ー
カ
ス
外
し
の
繰
り
返
し
、
背
景
に
流
れ
る
ピ
ア
ノ
の
音

に
よ
っ
て
映
画
的
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ー
ン
全
体
を
通
し
て
使

わ
れ
て
い
る
ソ
ロ
ピ
ア
ノ
の
テ
ー
マ
曲
に
は
、
メ
イ
ン
と
な
る
メ
ロ
デ
ィ

が
部
分
的
に
途
切
れ
、
一
つ
の
音
が
連
打
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
来

二
小
節
ほ
ど
で
主
題
メ
ロ
デ
ィ
に
統
合
さ
れ
て
い
く
こ
の
音
は
、
本
シ
ー

ン
で
は
大
幅
に
延
長
さ
れ
て
い
る
。「
無
数
の
微
小
な
羽
虫
」
が
立
て
る

「
無
音
の
音
」
の
よ
う
に
、
連
打
に
よ
る
律
動
的
な
音
が
長
引
く
こ
と
で
、

不
穏
さ
が
映
画
テ
ク
ス
ト
に
充
満
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
音
が
、
次
か
ら
次

へ
と
映
し
出
さ
れ
る
肩
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
と
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ト
ニ
ー
の
鬱
屈
と
抑
圧
感
の
高
ま
り
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
村
上
の
精
妙
で
詩
的
な
比
喩
が
感
じ
さ
せ
る
生
命
の
不
在
、
高

ま
る
抑
圧
感
に
引
き
続
く
絶
望
的
な
孤
独
感
と
い
っ
た
「
複
合
的
な
意
味

の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
は
、
市
川
が
音
と
映
像
で
作
り
出
す
映
画
的
な
等
価
物

に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
、
紐
解
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

映
画
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
で
は
、
村
上
の
文
体
が
作
り
あ
げ
る
小
説
世
界

の
全
体
的
な
ト
ー
ン
が
、
ス
チ
ル
写
真
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
を
持
つ
映

像
や
淡
い
色
調
、
カ
メ
ラ
の
横
移
動
に
よ
る
場
面
展
開
に
よ
っ
て
効
果
的

に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、  

山
口
哲
一
が
、
映
画
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
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に
は
、「
物
語
の
あ
ら
す
じ
や
情
緒
を
焼
き
増
し
す
る
だ
け
の
映
画
化
で

は
起
こ
り
え
な
い
、
小
説
表
現
へ
の
踏
み
込
み
と
映
像
表
現
へ
の
こ
だ
わ

り
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
よ
う
に
38
、
市
川
に
よ
る
村
上
の
原
作
と
の
創

造
的
対
話
は
外
面
的
な
質
感
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
の
分
析

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
市
川
は
、
精
妙
な
語
り
の
手
法
や
比

喩
、
平
易
な
言
葉
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
村
上
の
文
体
の

映
画
的
な
等
価
物
を
映
像
と
音
で
作
り
あ
げ
た
。
ま
た
、
原
作
が
必
ず
し

も
直
接
的
に
描
写
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
文
体
に
よ
っ
て
読
者

に
「
感
じ
」
さ
せ
る
も
の
、
例
え
ば
、
ト
ニ
ー
の
孤
独
の
性
質
の
変
化
や
、

時
代
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
を
避
け
つ
つ
も
通
底
す
る
昭
和
の
影
と
い
っ

た
も
の
を
映
画
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
数
多
く
の
市
川
作
品
で
撮
影
を
務
め
た
小
林
達
比
古
に
よ
れ
ば
、
市

川
は
「
フ
ィ
ル
ム
は
原
稿
用
紙
だ
」39
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
バ
ザ
ン

に
な
ら
っ
て
、
文
学
作
品
に
固
有
の
表
現
や
言
語
的
特
質
の
「
等
価
物
」

を
映
像
で
創
り
出
す
べ
く
探
求
す
る
こ
と
が
「
映
画
的
翻
訳
」
な
ら
ば
、

紛
れ
も
な
く
映
画
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
は
、
市
川
が
フ
ィ
ル
ム
上
に
試
み
た

翻
訳
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

バ
ザ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
学
と
映
画
の
「
美
学
的
構
造
の
違
い
」

は
、「
等
価
物
の
探
求
」
を
い
っ
そ
う
困
難
な
も
の
と
し
、「
原
作
に
似
た

作
品
を
生
み
出
そ
う
と
本
気
で
願
う
映
画
監
督
に
対
し
、
い
っ
そ
う
の
創

意
と
創
造
力
を
要
求
す
る
」40
。
村
上
と
市
川
の
ス
タ
イ
ル
が
弁
証
法
的

に
響
き
合
う
映
画
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
は
、
市
川
の
「
映
画
的
創
造
力
」
の
証

左
で
あ
り
、
文
学
と
映
画
の
豊
か
な
関
係
性
が
作
り
出
し
た
結
晶
と
も
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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