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Ｊ　

Ａ　

日　

下

は
じ
め
に

　

最
近
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
お

絵
描
き
ば
り
ぐ
っ
ど
く
ん
」
と
い
う
も
の
で
、〈
葛
飾
北
斎
が
描
い
た

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
〉や〈
印
象
派
の
渋
谷
〉の
よ
う
に
言
葉
を
打
ち
込
む
と
、

入
力
し
た
言
葉
を
基
に
Ａ
Ｉ
が
判
断
し
、
そ
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
適

合
す
る
よ
う
な
「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
絵
を
自
動
作
成
し
て
く
れ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
話
題
と
な
り
、
公
開
早
々
、

二
〇
二
二
年
十
〇
月
現
在
で
既
に
二
百
万
人
を
超
え
る
登
録
者
が
出
て

い
る
1
。
画
像
生
成
Ａ
Ｉ
は
他
に
も
「N

ovelAI D
iffusion

」
やAdobe

の

「M
idjourney

」
な
ど
数
多
く
存
在
し
、
現
在
最
も
開
発
が
盛
ん
な
分
野

の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
自
動
画
像
作
成
ア
プ
リ
に
限
ら
ず
、
昨
今
の
Ａ
Ｉ
の
進
化
に

は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
Ａ
Ｉ
が
生
み
出
す
芸
術
作
品
に
関
す
る
話

は
最
早
珍
し
い
も
の
、
も
し
く
は
近
未
来
的
Ｓ
Ｆ
世
界
に
属
す
る
類
の
も

の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
Ａ
Ｉ
に
よ
る
短
編
小
説
の
執
筆

も
、
そ
の
完
成
度
は
ま
だ
プ
ロ
の
人
間
の
作
家
に
は
及
ば
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
少
な
く
と
も
素
人
目
に
は
ど
の
作
品
が
Ａ
Ｉ
に
よ
る
も
の
か
人

間
が
書
い
た
も
の
な
の
か
が
容
易
に
は
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
2
。
Ａ
Ｉ
が
活
躍
す
る
分
野
は
芸
術
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
米
国
グ
ー
グ

ル
・
デ
ィ
ー
プ
マ
イ
ン
ド
社
が
開
発
し
た
Ａ
Ｉ
ア
ル
フ
ァ
碁
（AlphaG

o

）

は
、
ま
だ
数
十
年
は
か
か
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
囲
碁
の
世
界
で
、
中
国

や
韓
国
の
ト
ッ
プ
棋
士
を
負
か
す
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
将
棋
で
は
そ
れ

よ
り
も
早
く
二
〇
十
七
年
に
当
時
の
名
人
を
初
め
て
平
手
で
破
り
、
チ
ェ

ス
に
至
っ
て
は
一
九
九
〇
年
代
に
Ｉ
Ｂ
Ｍ
社
が
開
発
し
た
デ
ィ
ー
プ
・
ブ

ル
ー
（D

eep Blue
）
が
、
一
九
九
七
年
当
時
の
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に
勝
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利
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
自
動
運
転
や
食
品
開
発
、
介
護
用
ロ
ボ
ッ
ト

な
ど
幅
広
い
分
野
で
Ａ
Ｉ
は
活
躍
し
、
私
達
は
日
々
少
な
か
ら
ず
そ
の
恩

恵
を
享
受
し
て
い
る
。

　

中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
ケ
ン
・
リ
ュ
ウ
（K

en Liu

）
は
、
現
代
を
代
表
す

る
Ｓ
Ｆ
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
邦
訳
も
数
多
く
出
版
さ
れ
、
日
本

で
も
人
気
の
Ｓ
Ｆ
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
リ
ュ
ウ
は
Ｓ
Ｆ
あ
る

い
は
マ
ジ
ッ
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
る
作
品
を
数
多

く
発
表
し
て
お
り
、
作
品
を
通
じ
て
移
民
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
、

歴
史
認
識
、
家
族
の
問
題
、
植
民
地
主
義
批
判
な
ど
の
諸
問
題
を
描
き
出

し
て
き
た
。
ま
た
、
リ
ュ
ウ
は
中
国
の
伝
説
を
題
材
と
し
た
り
、
日
本
を

舞
台
に
し
た
作
品
を
し
ば
し
ば
書
く
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
3
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
短
編
小
説
「
真
の
芸
術
家
た
ち
（
原
題“Real 

Artists”

）」
で
は
、
リ
ュ
ウ
は
一
風
変
わ
っ
た
芸
術
論
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
Ａ
Ｉ
と
人
と
の
芸
術
活
動
の
相

違
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、「
芸
術
的
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

世
界
が
展
開
さ
れ
る
。
Ａ
Ｉ
が
生
み
出
す
芸
術
が
人
の
芸
術
性
を
凌
駕

し
、
さ
ら
に
は
Ａ
Ｉ
が
人
の
芸
術
的
セ
ン
ス
を
糧
と
し
て
次
々
と
作
品
を

生
み
出
し
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
近
年
の
Ａ
Ｉ
技
術
の
発
達
を

鑑
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
世
界
は
非
現
実
的
で
は
な
い

ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
確
実
に
到
来
す
る
こ
と
さ
え
予
見
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、

「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
の
物
語
は
、
読
者
に
と
っ
て
差
し
迫
っ
た
恐
怖
を

感
じ
さ
せ
る
世
界
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

本
稿
で
は
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
二

種
類
の
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
一
つ
に
、
同
作
品
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

が
お
こ
な
っ
て
い
る
無
作
為
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
主
人
公
ソ
フ
ィ
ア

（Sophia

）
の
動
画
作
成
の
対
比
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｉ
技
術
が
高

度
に
発
達
し
た
現
代
あ
る
い
は
近
未
来
に
お
け
る
芸
術
の
可
能
性
と
そ
れ

が
読
者
に
与
え
る
恐
怖
を
同
短
編
に
読
み
と
る
こ
と
を
目
指
す
。
も
う
一

つ
の
議
論
と
し
て
、「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
自
体
が
二
〇
一
七
年
に
約
十

三
分
の
短
編
映
画
と
し
て
翻
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
作
と
こ
の
映

画
版
を
比
較
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
、
リ
ュ
ウ
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
さ

れ
た
別
作
品
「
円アー
ク弧（

原
題“Arc”

）」
と
そ
の
翻
案
作
品
の
簡
単
な
比
較

も
併
せ
て
お
こ
な
う
。

１　
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
が
展
開
す
る
芸
術
論

　

短
編
小
説
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
は
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
映
画
制
作

会
社
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
（Sem

aphore Pictures

）
の
一
室

で
就
職
面
接
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
同
社
は
こ
れ
ま
で

数
多
く
の
ヒ
ッ
ト
作
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
が
作
中
で
語
ら
れ
る
。
大

学
生
ソ
フ
ィ
ア
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ア
シ
ス
ト
を
利
用
し
た
映
画

制
作
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
で
あ
る
芸
術
監
督
レ
ン
・
パ
ラ
ド
ン
（Len 

Palladon

）
自
身
に
よ
る
面
接
に
緊
張
し
つ
つ
も
し
っ
か
り
と
し
た
受
け

答
え
を
し
て
い
く
4
。
ソ
フ
ィ
ア
は
同
社
が
制
作
し
た
作
品
で
、
恐
竜
と

少
年
の
交
流
を
描
い
た
処
女
作
『
中
生
代
（
原
題Th

e M
esozoic

）』
の
子

供
の
頃
か
ら
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
で
あ
り
、
大
学
で
は
映
画
論
を
専
攻
し
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て
、
同
社
の
映
画
制
作
に
携
わ
り
た
い
と
い
う
強
い
熱
意
と
願
望
を
持
っ

て
い
る
。
面
接
中
に
パ
ラ
ド
ン
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
取
り
出
し
て
、
ソ
フ
ィ

ア
が
過
去
に
作
成
し
て
フ
ァ
イ
ル
共
有
サ
イ
ト
に
公
開
し
た
動
画
を
見
せ

た
こ
と
で
、
ソ
フ
ィ
ア
は
動
揺
す
る
。
そ
の
動
画
は
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ

ク
チ
ャ
ー
ズ
の
諸
作
品
か
ら
切
り
貼
り
し
て
編
集
し
た
『
中
生
代
』
の
改

作
で
あ
り
、
著
作
権
の
侵
害
を
問
わ
れ
る
可
能
性
を
恐
れ
て
ソ
フ
ィ
ア
が

履
歴
書
に
は
敢
え
て
記
載
し
な
か
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ソ
フ
ィ

ア
の
動
揺
と
は
対
照
的
に
、
動
画
に
対
す
る
パ
ラ
ド
ン
の
反
応
は
好
意
的

で
あ
る
。
彼
は
、
む
し
ろ
そ
の
動
画
を
評
価
し
た
こ
と
が
理
由
で
ソ
フ
ィ

ア
を
面
接
に
呼
ん
だ
と
話
す
。
結
果
と
し
て
ソ
フ
ィ
ア
の
採
用
が
ほ
ぼ
決

定
し
、
採
用
前
に
最
終
的
な
意
思
確
認
の
た
め
職
場
見
学
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
ソ
フ
ィ
ア
は
映
画
制
作
に
関
す
る
オ
フ
ィ
ス
が
左
右
に
並
ぶ
廊
下

を
抜
け
た
先
に
あ
る
部
屋
に
通
さ
れ
る
。
は
じ
め
ソ
フ
ィ
ア
は
そ
の
部
屋

を
試
作
品
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
だ
と
考
え
る
が
、
パ
ラ
ド
ン
は
こ
の
部
屋

こ
そ
が
映
画
の
制
作
現
場
で
あ
る
と
語
る
。
じ
つ
は
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ

ク
チ
ャ
ー
ズ
が
制
作
す
る
映
画
は
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
（Big Sem

i

）
と
呼
ば

れ
る
Ａ
Ｉ
が
映
画
に
関
す
る
過
去
の
様
々
な
情
報
や
設
定
を
ラ
ン
ダ
ム
に

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
試
作
品
が
作
ら
れ
て
お
り
、
制
作
会
社
ス
タ
ッ
フ
が
試

作
品
を
視
聴
し
た
時
の
感
情
の
起
伏
を
セ
ン
サ
ー
で
感
知
し
、
得
ら
れ
た

デ
ー
タ
を
元
に
改
良
と
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
さ
ら
な
る
視
聴
を
繰
り
返
し
て
、

最
終
的
に
完
成
に
至
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
視
聴
し
て
ビ

ッ
グ
・
セ
ミ
に
自
ら
の
感
情
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
続

け
る
の
が
ス
タ
ッ
フ
の
唯
一
の
仕
事
と
な
る
。
制
作
工
程
を
目
の
当
た
り

に
し
た
ソ
フ
ィ
ア
は
百
年
の
恋
が
覚
め
た
思
い
が
す
る
。

セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
の
映
画
制
作
を
一
手
に
引
き
受
け
る

Ａ
Ｉ
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
制
作
方
法
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
ビ
ッ
グ
・
セ

ミ
は
古
今
東
西
の
過
去
の
作
品
を
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
し
て
有
し
て
い
る
。

毎
回
の
新
作
制
作
時
に
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
か
ら
複
数
の
設
定
や
プ
ロ
ッ
ト

を
ラ
ン
ダ
ム
に
抽
出
し
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
試
作
品
を
生
み
出
す
。

そ
の
段
階
で
は
作
品
と
呼
べ
る
よ
う
な
完
成
度
に
は
程
遠
い
が
、
試
作
品

を
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
の
社
員
達
が
視
聴
し
、
視
聴
時
の
喜

怒
哀
楽
の
変
化
が
オ
ン
タ
イ
ム
で
セ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
感
知
さ
れ
、
デ
ー

タ
化
さ
れ
る
。
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
は
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を

元
に
、
試
作
品
の
改
良
を
重
ね
、
視
聴
者
が
望
む
よ
う
な
喜
怒
哀
楽
の
推

移
を
体
感
で
き
る
作
品
を
最
終
的
に
作
り
上
げ
る
。
完
成
に
至
る
ま
で
の

工
程
は
世
間
に
は
一
切
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
企
業
秘
密
と
な
っ
て
い
る

が
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
が
こ
れ
ま
で
次
々
と
ヒ
ッ
ト
作
を
飛
ば
し
、
主
人
公

ソ
フ
ィ
ア
さ
え
も
魅
了
す
る
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
映
画

視
聴
者
の
求
め
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
作
品
を
作
り
上
げ
る
Ａ
Ｉ
と
し
て
、

ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
は
非
常
に
有
能
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

　

ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
映
画
制
作
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
作
品
に
コ
ン
セ
プ
ト
や

主
題
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
来
人
が
芸
術
作
品
を
生
み
出
す
、

も
し
く
は
翻
案
す
る
際
に
必
要
な
動
機
や
元
と
な
る
作
品
に
対
す
る
解
釈

と
い
っ
た
も
の
が
一
切
欠
落
し
て
お
り
、
過
去
の
作
品
か
ら
完
全
に
ラ

ン
ダ
ム
に
抽
出
さ
れ
た
組
み
合
わ
せ
と
、
視
聴
者
に
と
っ
て
効
果
的
な
感
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情
を
生
み
出
す
こ
と
の
最
適
化
を
図
る
こ
と
を
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
特
徴
は
後
述
の
よ
う
に
、
ソ
フ
ィ
ア
の
動
画
制
作
が
強
い
動

機
に
突
き
動
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
作
中
で
、

こ
う
し
た
姿
勢
は
「
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
は
芸
術
を
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
変

え
て
し
ま
っ
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
5
。

も
う
一
つ
指
摘
す
べ
き
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
に
よ
る
映
画
制
作
の
特
徴
と
し

て
、
視
聴
者
の
快
楽
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
ビ

ッ
グ
・
セ
ミ
自
体
の
特
徴
と
い
う
よ
り
は
映
画
制
作
会
社
お
よ
び
パ
ラ
ド

ン
芸
術
監
督
が
目
指
す
映
画
制
作
の
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の

だ
が
（
何
し
ろ
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
は
芸
術
を
比
喩
的
な
意
味
で
エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ
の
工
程
と
し
て
認
識
は
す
る
が
、
芸
術
の
意
義
に
関
し
て
は
思

考
し
な
い
存
在
な
の
だ
か
ら
）、
パ
ラ
ド
ン
の
目
指
す
映
画
と
は
視
聴
者

を
「
感
情
の
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
」
に
乗
せ
て
喜
怒
哀
楽
の
目
ま
ぐ
る

し
い
体
験
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
「
真
の
芸
術
家
と
は
偉
大
な
ビ

ジ
ョ
ン
の
実
現
の
た
め
に
、
た
と
え
そ
れ
が
他
人
の
作
品
に
関
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
だ
っ
て
す
る
」
と
力
説
す
る
6
。
ギ
ャ
リ
ー
・

Ｋ
・
ウ
ル
フ
（G

ary K
. W

olfe

）
は
リ
ュ
ウ
の
短
編
集
に
つ
い
て
の
書
評

の
中
で
、
視
聴
者
を
意
識
し
す
ぎ
た
制
作
方
針
を
描
き
出
す
「
真
の
芸
術

家
た
ち
」
を
「
視
聴
者
リ
サ
ー
チ
に
囚
わ
れ
て
い
く
映
画
産
業
を
皮
肉
に

描
い
た
作
品
」
と
形
容
し
て
い
る
7
。

上
記
の
パ
ラ
ド
ン
の
発
言
は
直
接
的
に
は
、
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ

ャ
ー
ズ
の
映
画
を
素
材
に
し
て
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
ソ
フ
ィ
ア
が

お
こ
な
っ
た
動
画
作
成
を
賞
賛
し
て
い
る
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
彼

の
発
言
に
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
が
お
こ
な
っ
て
い
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
本

質
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
は
過
去
の
映
画
作
品
の

ス
ト
ッ
ク
か
ら
の
寄
せ
集
め
で
試
作
品
を
作
る
。

毎
日
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
は
ハ
イ
コ
ン
セ
プ
ト
の
映
画
を
生
み
出
す
た

め
の
核
を
生
み
出
す
が
、
そ
れ
は
一
見
相
容
れ
な
い
ア
イ
デ
ア
を

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
ラ
ン
ダ
ム
に
取
り
出
し
て
く
る
こ
と
で
お
こ

な
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
カ
ウ
ボ
ー
イ
と
恐
竜
」、「
宇
宙
空
間
で
も

ち
い
る
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
略
」、「
火
星
上
に
場
面
を
移
し
た

潜
水
艦
映
画
」、「
ウ
サ
ギ
と
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン
ド
が
主
役
の
ロ
マ
ン

ス
喜
劇
」
な
ど
。〔
中
略
〕
こ
の
ハ
イ
コ
ン
セ
プ
ト
の
核
を
用
い
て
、

ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
は
大
ま
か
な
プ
ロ
ッ
ト
を
作
成
す
る
。
そ
の
際
に

映
画
の
古
典
か
ら
な
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
よ
り
ラ
ン
ダ
ム
に

要
素
を
抽
出
し
、
さ
ら
に
ウ
ェ
ブ
上
で
調
べ
た
統
計
を
元
に
集
め

ら
れ
た
時
代
の
傾
向
、
今
流
行
り
の
文
化
的
特
徴
で
補
足
し
つ
つ

作
り
上
げ
る
。8

パ
ラ
ド
ン
に
よ
る
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
に
関
す
る
説
明
を
読
む
と
、
私
達
読
者

は
そ
れ
が
現
実
世
界
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
手
法
と
類
似
し
て
い
る
こ

と
に
気
が
付
く
。
近
年
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
多
く
が
主
張
す
る

よ
う
に
、
翻
案
作
品
は
原
作
と
の
一
対
一
対
応
と
原
作
へ
の
忠
実
性
の
度

合
い
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
故
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
対

す
る
原
作
の
優
位
性
を
固
持
す
る
も
の
で
も
な
い
9
。
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
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る
作
品
は
そ
れ
以
前
に
制
作
さ
れ
た
作
品
あ
る
い
は
背
景
と
な
る
文
化
か

ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
原
作
自
体
が
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に

な
っ
て
も
い
る
10
。
ま
た
、
リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

古
典
の
模
倣
あ
る
い
は
古
典
と
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
関

係
は
、
と
く
に
著
作
権
に
関
す
る
法
律
が
成
立
す
る
十
九
世
紀
以
前
で
は

む
し
ろ
芸
術
の
本
質
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

人
間
の
本
能
的
行
動
の
一
部
で
あ
り
芸
術
に
お
け
る
喜
び
の
根
源

で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
み
な
す
、〈
模
写
〉や〈
模
倣
〉の

西
洋
で
の
長
い
歴
史
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
こ
と
〔
＝
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
は
解
釈
と
創
造
と
い
う
二
重
の
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
す
る

こ
と
〕
に
も
納
得
が
い
く
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
偉
大
な
芸
術
作
品

の
模
倣
は
、
た
だ
単
に
古
典
作
家
の
名
声
や
権
威
を
利
用
す
る
た

め
、
あ
る
い
は
〔
中
略
〕
教
育
上
の
手
本
と
す
る
た
め
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
両
方
の
意
図
が
存
在
し
て
い
た
の
は
確
か
だ

が
、
模
倣
は
創
造
の
一
形
態
で
も
あ
っ
た
の
だ
。11

古
典
作
品
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
題
材
を
取
り
出
し
て
、
新
し
い
作
品
を

創
造
す
る
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
手
法
は
、
ラ
ン
ダ
ム
性
と
い
う
点
を
除
け
ば
、

こ
う
し
た
伝
統
的
な
芸
術
活
動
の
延
長
線
上
に
あ
り
な
が
ら
そ
れ
を
極
端

に
し
た
も
の
、
も
し
く
は
ビ
ッ
グ
セ
ミ
の
手
法
自
体
が
人
に
よ
る
芸
術
活

動
の
一
種
の
模
倣
で
あ
る
と
さ
え
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
「
ラ
ン
ダ
ム
性
を
除
け
ば
」
と
い
う
点
こ
そ
が
、
人
の
芸

術
活
動
と
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
映
画
制
作
と
を
分
け
る
大
き
な
差
異
に
も

な
る
。
作
中
で
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
活
動
と
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
の

が
、
ソ
フ
ィ
ア
の
動
画
制
作
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ア
が
私
的
関
心
か
ら
個
人

的
に
作
成
し
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
公
開
し
た
動
画
は
、
私
達
読
者
の
現

実
世
界
で
も
す
っ
か
り
馴
染
み
の
も
の
と
な
っ
たYouTube

な
ど
の
動
画

共
有
サ
イ
ト
に
日
々
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
る
動
画
の
類
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ

ア
は
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
の
処
女
作
『
中
生
代
』
を
、
八
歳

の
時
に
初
め
て
映
画
館
で
鑑
賞
し
て
以
来
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
ブ
ル
ー
レ
イ
な
ど

の
全
て
の
版
を
購
入
し
て
台
詞
を
暗
唱
で
き
る
ほ
ど
繰
り
返
し
観
て
き
た

大
フ
ァ
ン
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ア
は
当
初
『
中
生
代
』
を
完
璧
の
出
来
栄
え

と
考
え
て
い
た
が
、
何
度
も
繰
り
返
し
視
聴
し
、
大
学
で
映
画
論
を
専
攻

す
る
に
つ
れ
て
、
同
作
品
に
「
欠
け
て
い
る
も
の
」
が
あ
る
こ
と
に
気
が

付
く
12
。
欠
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
は
作
中
に
な
い

た
め
、
多
分
に
読
者
の
想
像
に
任
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
そ
れ
が
特
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
と
は
語
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、『
中
生
代
』
の
欠
点
に
気
が
付
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
ソ
フ

ィ
ア
自
身
が
「
優
れ
た
芸
術
セ
ン
ス
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
」
お
か
げ
で

あ
る
と
も
作
中
で
語
ら
れ
て
い
る
13
。
そ
の
欠
点
を
解
消
し
て
よ
り
完
璧

な
作
品
に
仕
上
げ
た
い
と
い
う
動
機
に
駆
ら
れ
て
、
ソ
フ
ィ
ア
は
「
セ
マ

フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
が
制
作
し
た
数
々
の
映
画
か
ら
切
り
貼
り
を

お
こ
な
い
」、
違
法
な
編
集
ソ
フ
ト
を
用
い
て
そ
れ
ら
を
『
中
生
代
』
に
組

み
入
れ
る
こ
と
で
、
彼
女
な
り
の
改
編
を
お
こ
な
う
。
ソ
フ
ィ
ア
の
改
作

に
よ
っ
て
、『
中
生
代
』
は
彼
女
に
と
っ
て
納
得
の
い
く
「
完
璧
な
」
作
品
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と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
。

大
橋
洋
一
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
原
作
に
潜
在
的
に
存
在
す
る

可
能
性
を
、
後
世
の
人
物
が
受
け
取
っ
て
そ
こ
か
ら
新
た
に
作
品
を
作
り

あ
げ
る
行
為
で
あ
り
、
翻
案
作
品
を
「
未
来
か
ら
の
贈
り
物
」
も
し
く
は

「
未
来
へ
の
帰
還
」
と
表
現
し
て
い
る
14
。
ソ
フ
ィ
ア
は
原
作
へ
の
リ
ス

ペ
ク
ト
を
保
ち
な
が
ら
、
原
作
の
中
に
本
質
的
に
潜
ん
で
い
る
と
彼
女
自

身
が
解
釈
し
た
欠
点
を
解
消
し
、
新
た
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
加
え
て
、
ソ
フ
ィ
ア
の
芸
術
活
動
に
あ
っ
て
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ

の
作
品
制
作
に
は
無
い
も
の
は
、
原
作
の
解
釈
と
翻
案
へ
の
動
機
で
あ
る
。

ハ
ッ
チ
オ
ン
は
、
従
来
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
あ
っ
た
原
作
至
上

主
義
と
忠
実
性
を
評
価
の
基
準
と
す
る
こ
と
へ
の
批
判
を
お
こ
な
っ
た
上

で
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
一
つ
の
作
品
と
し
て
原
作
を
越
え
て
い
く
可

能
性
（
こ
れ
は
ソ
フ
ィ
ア
の
作
品
が
原
作
以
上
に
完
璧
で
あ
る
こ
と
に
対

応
す
る
と
い
え
る
）、
そ
し
て
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
は
翻
案
の
際
に

原
作
か
ら
変
更
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
、
つ
ま
り
理
由
・
動
機
・
背
景
に
着
目

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

明
ら
か
に
、
翻
案
者
は
翻
案
を
お
こ
な
う
個
人
的
な
理
由
を
必
ず

も
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
翻
案
を
す
る
決
心
を
し
て
、
次
に
ど
の
作

品
を
ど
の
よ
う
な
媒
体
で
翻
案
す
る
か
を
選
択
す
る
と
い
う
個
人

的
理
由
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
作
品
を
解
釈
す
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
際
、
作
品
に
対
す
る
立
場
を
明
確
に
す
る
。15

ハ
ッ
チ
オ
ン
は
ま
た
、「
翻
案
す
る
作
品
を
選
択
す
る
上
で
文
化
的
、
歴

史
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
翻
案
者
の
理
由
、
ま
た
翻
案
者
の
き
わ
め
て
個

人
的
な
理
由
と
、
翻
案
を
す
る
上
で
の
特
定
の
手
法
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ

ョ
ン
理
論
に
お
い
て
は
真
剣
に
考
察
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
も
述
べ

て
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
「
解
釈
的
で
あ
る
と
同
時
に
創
造
的
な
行
為
」

で
あ
る
と
論
じ
る
16
。

こ
う
し
た
近
年
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
が
理
論
化
し
て
き
た
事
柄

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
が
お
こ
な
っ
て
い
る
映
画

制
作
と
ソ
フ
ィ
ア
に
よ
る
原
作
の
改
編
は
、
ど
ち
ら
も
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
一
方
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
活
動
に

は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
重
要
な
理
由
・
動
機
・
背
景
が
存
在
し
な
い

こ
と
も
浮
き
彫
り
に
な
る
。
事
実
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
作
品
に
あ
る
の
は
、

ラ
ン
ダ
ム
性
と
最
適
化
と
い
う
数
学
や
論
理
学
的
思
考
も
し
く
は
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
し
か
な
く
、
そ
れ
が
先
述
の
よ
う
に
作
中
で
「
芸
術
を
エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ
に
変
え
た
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
内
容
と
な
る
。

ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
映
画
制
作
方
法
に
は
動
機
や
主
題
だ
け
で
な
く
、
じ

つ
は
美
的
感
性
も
欠
落
し
て
い
る
。
大
学
で
の
映
画
作
成
の
課
題
で
悩
む

ソ
フ
ィ
ア
を
励
ま
す
た
め
、
教
授
は
「
美
し
い
も
の
を
作
ろ
う
と
す
る
意

志
」
の
大
切
さ
を
語
る
。
そ
し
て
ソ
フ
ィ
ア
に
は
優
れ
た
芸
術
的
感
性
が

あ
る
と
述
べ
る
。

創
造
的
な
作
品
を
生
み
出
せ
る
よ
う
に
な
る
に
は
時
間
、
じ
つ
に

多
く
の
時
間
が
か
か
る
も
の
だ
。
今
や
き
み
に
は
自
分
で
制
作
し
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た
作
品
が
こ
ん
な
に
も
沢
山
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
セ
ン
ス
が

あ
る
証
な
の
だ
よ
。
そ
し
て
優
れ
た
芸
術
セ
ン
ス
こ
そ
が
、
偉
大

な
芸
術
家
に
な
る
た
め
に
一
番
大
切
な
こ
と
な
ん
だ
。17

ソ
フ
ィ
ア
は
作
中
最
後
の
場
面
で
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
社

の
作
品
に
対
し
て
「
百
年
の
恋
が
冷
め
た
」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
18
、

短
編
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
は
人
が
生
み
出
す
芸
術
に
は
動
機
や
芸
術
的

感
性
が
存
在
し
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
に
は
そ
れ
ら
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を

倫
理
的
に
疑
問
視
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
た
し
か
に
作
中
で

は
、
人
が
生
み
出
す
芸
術
と
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
が
制
作
す
る
映
画
の
間
に
は
、

美
意
識
や
動
機
の
有
無
と
い
う
観
点
で
明
確
な
線
引
き
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
同
短
編
が
優
れ
た
感
性
を
持
つ
人
間
の
み
が
短
編

の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
に
な
れ
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
じ
つ
は
そ
こ
に
は
疑
問
が
残
る
。
同
作
の

最
後
の
場
面
で
ソ
フ
ィ
ア
が
幻
滅
し
た
理
由
は
、
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク

チ
ャ
ー
ズ
の
作
品
で
は
人
と
は
異
な
る
手
法
を
用
い
た
芸
術
活
動
が
そ
の

裏
で
展
開
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
制
作
過
程
を
受
け
入
れ
る
か
ど

う
か
は
あ
く
ま
で
彼
女
の
芸
術
論
、
あ
る
い
は
倫
理
観
に
左
右
さ
れ
る
。

事
実
、
制
作
現
場
の
実
情
を
知
ら
な
か
っ
た
時
点
で
は
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ

は
そ
の
ソ
フ
ィ
ア
さ
え
も
魅
了
し
続
け
る
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
し
続
け

て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
を
一
流
の
芸
術
家
と

呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
？

そ
の
問
い
に
対
し
て
短
編
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
に
は
い
く
つ
か
の
皮

肉
が
読
み
取
れ
、
そ
の
た
め
複
数
の
異
な
る
解
釈
が
生
じ
る
。
一
つ
に
、

先
述
の
教
授
の
発
言
さ
え
も
作
品
後
半
で
別
の
文
脈
を
与
え
ら
れ
て
、
ビ

ッ
グ
・
セ
ミ
を
肯
定
す
る
意
見
に
書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
教
授
の
発

言
を
反
復
す
る
か
の
よ
う
に
、
パ
ラ
ド
ン
も
「
優
れ
た
芸
術
セ
ン
ス
こ
そ

が
、
偉
大
な
芸
術
家
に
な
る
た
め
に
一
番
大
切
な
こ
と
な
ん
だ
」
と
全
く

同
じ
台
詞
を
言
う
。
し
か
し
同
じ
文
言
で
も
、
こ
の
文
脈
で
は
ビ
ッ
グ
・

セ
ミ
が
「
世
界
最
高
の
映
画
を
作
る
た
め
に
は
、
セ
ン
ス
の
あ
る
モ
ニ
タ

ー
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
内
容
に
置
き
換
え
ら
れ
て
お
り
、
パ
ラ
ド
ン

の
発
言
に
お
け
る
「
偉
大
な
芸
術
家
」
は
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
を
指
し
て
い
る
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
モ
ニ
タ
ー
役
を
務
め
る
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー

ズ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
教
授
の
発
言
に
あ
る
よ
う
な
真
の
芸
術
家
に
な
る
た

め
の
「
欠
か
せ
な
い
要
素
（valuable tool

）」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
が
真
の
芸
術
家
に
な
る
た
め

の
「
貴
重
な
コ
マ
（valuable tool

）」
に
す
ぎ
ず
、
言
葉
の
意
味
の
す
り
替

え
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
19
。

さ
ら
な
る
皮
肉
と
し
て
、
ソ
フ
ィ
ア
の
動
画
の
原
作
が
人
の
手
で
生
み

出
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
原

作
は
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
制
作
の
作
品
で
あ
る
た
め
、
当
然

い
ず
れ
も
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
が
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
過
去

の
映
画
作
品
を
素
材
と
し
つ
つ
人
の
芸
術
的
感
性
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に

し
て
作
品
を
生
み
出
し
続
け
る
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
と
、
そ
の
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ

が
制
作
し
た
映
画
を
編
集
し
て
ソ
フ
ィ
ア
が
作
成
し
た
動
画
と
の
間
に
は
、

ど
こ
ま
で
が
人
の
手
に
よ
る
芸
術
活
動
で
、
ど
こ
ま
で
が
Ａ
Ｉ
に
よ
る
創
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造
な
の
か
、
そ
も
そ
も
明
確
な
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
の
問
い
は
、
短
編
「
真
の
芸
術
家
た
ち
（
英
語
の
題
名
は

“Real Artists”

）」
と
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
映
画

制
作
を
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
に
依
存
し
て
い
る
パ
ラ
ド
ン
を
真
の
芸
術
家
と
呼

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
が
（
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
を
用
い
る

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
案
者
・
責
任
者
で
は
あ
る
が
、
作
中
で
パ
ラ

ド
ン
自
身
が
映
画
を
制
作
す
る
、
も
し
く
は
、
し
た
と
い
う
描
写
や
言
及

は
な
い
）、「
芸
術
家
」
が
単
数
形
で
書
か
れ
て
は
い
な
い
こ
と
で
、
同
短

編
が
ソ
フ
ィ
ア
と
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
ど
ち
ら
を
真
の
芸
術
家
と
呼
ぶ
べ
き

か
必
ず
し
も
二
択
を
迫
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
題
名
に
示
唆
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
故
解
釈
は
最
終
的
に
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
両
者

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
種
類
の
「
真
の
芸
術
家
」
で
あ
る
可
能
性
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

短
編
小
説
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
が
描
き
出
す
高
度
に
Ａ
Ｉ
技
術
が
発

達
し
た
世
界
は
、
動
画
共
有
サ
イ
ト
や
Ａ
Ｉ
の
活
用
な
ど
、
読
者
に
と
っ

て
近
年
急
速
に
身
近
に
な
っ
た
世
界
か
ら
、
ほ
ん
の
一
歩
だ
け
進
ん
だ
近

未
来
の
世
界
で
あ
る
こ
と
に
私
達
は
気
付
か
さ
れ
る
。
芸
術
的
感
性
が
人

の
特
権
で
あ
る
と
信
じ
た
い
一
方
で
、
Ａ
Ｉ
が
人
の
芸
術
性
を
超
越
す
る

時
代
が
近
い
将
来
訪
れ
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
ビ
ッ

グ
・
セ
ミ
は
人
の
感
性
さ
え
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
い
う
形
で
養
分
と
し
、

作
品
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
事
実
、
視
聴
室
の
椅
子
に
長
時
間
座
ら
さ
れ

て
芸
術
的
感
性
を
吸
い
取
ら
れ
る
ス
タ
ッ
フ
の
姿
は
、
ま
る
で
ケ
ー
ジ
の

中
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
家
畜
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
リ
ュ
ウ
の
「
真
の
芸

術
家
た
ち
」
は
人
の
芸
術
的
感
性
と
Ａ
Ｉ
の
可
能
性
の
間
、
そ
し
て
日
常

世
界
と
Ｓ
Ｆ
的
非
日
常
性
の
間
に
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
差
異
し
か
存
在
し

な
い
こ
と
を
読
者
に
示
す
。
Ａ
Ｉ
の
発
達
を
人
の
芸
術
活
動
へ
の
脅
威
・

恐
怖
と
認
識
す
れ
ば
、
短
編
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
は
芸
術
的
デ
ィ
ス
ト

ピ
ア
を
描
い
た
作
品
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
昨
今
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
溢
れ
る
動
画
の
数
々
を
日
々
「
気
軽
に
」
消
費
す
る
人
々
を

見
る
か
ぎ
り
で
は
、
も
は
や
人
も
Ａ
Ｉ
も
等
し
く
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン

ト
を
生
み
出
す
存
在
と
な
り
、
真
の
芸
術
家
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る

と
い
う
の
が
、
作
品
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
近
未
来
に
関
す
る
一
つ
の
答
え

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

2　

短
編
映
画
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」

　

リ
ュ
ウ
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
リ
ュ
ウ
の
作
品
の
内
こ
れ

ま
で
五
作
品
が
映
像
化
さ
れ
て
い
る
20
。
例
え
ば
「
良
い
狩
り
を
（
原
題

“G
ood H

unting”

）」
は
、
十
八
の
作
品
か
ら
な
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
愛
、
死
、
そ
し
て
ロ
ボ
ッ
ト
た
ち
（
原
題Love, D

eath &
 

Robots

）』
の
中
の
一
作
品
と
し
てN

etflix

に
て
配
信
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

本
稿
で
取
り
上
げ
て
き
た
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
も
、
監
督
キ
ャ
メ
オ
・

ウ
ッ
ド
（C

am
eo W

ood

）
に
よ
り
同
名
の
短
編
映
画
化
が
な
さ
れ
て
い

る
。
加
え
て
、
映
像
化
さ
れ
た
五
作
品
の
中
に
は
日
本
の
映
画
監
督
に
よ

る
作
品
も
あ
る
。
雑
誌
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
＆
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

（
原
題Fantasy and Science Fiction

）』
に
掲
載
さ
れ
た
リ
ュ
ウ
の
短
編
小
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説
「
円ア
ー
ク弧

（
原
題“Arc

）」
を
石
川
慶
監
督
が
約
二
時
間
の
長
編
映
画
に
し

た
『
ア
ー
ク
』
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
円ア
ー
ク弧
」
と
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
の

二
つ
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
原
作
と
映
画
版
と
の
違
い
を
比

較
す
る
こ
と
で
映
画
版
が
何
を
描
き
、
何
を
描
か
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し

て
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
察
す
る
。

短
編
小
説
「
円ア
ー
ク弧

」
は
科
学
の
力
に
よ
っ
て
不
老
不
死
が
可
能
に
な
っ

た
世
界
を
描
い
て
お
り
、
生
と
死
の
意
味
、
そ
し
て
家
族
と
は
何
か
を
問

い
か
け
る
作
品
と
い
え
る
。
映
画
版
に
も
同
様
の
世
界
観
と
主
題
が
み
ら

れ
る
一
方
、
舞
台
が
北
米
か
ら
日
本
に
移
さ
れ
、
登
場
人
物
に
全
員
日

本
人
の
役
者
が
起
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
原
作
か
ら
の
大
幅
な
変
更
も
お

こ
な
わ
れ
た
。
ハ
ッ
チ
オ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
れ
は
「
文
化
横
断

的
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
で
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が

意
味
を
条
件
づ
け
る
」
例
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
21
、
小
説

「
円ア
ー
ク弧
」
か
ら
の
最
も
大
き
な
変
更
点
の
一
つ
は
、
原
作
で
は
主
人
公
の

女
性
リ
ー
ナ
（Lena

）
が
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
頃
に
体
験
し
た
恋
愛

に
関
す
る
出
来
事
の
描
写
に
十
分
な
ペ
ー
ジ
数
を
割
き
、
リ
ー
ナ
の
若
か

り
し
頃
の
奔
放
さ
と
親
と
し
て
の
責
任
に
耐
え
ら
れ
ず
に
他
の
男
性
と
の

自
由
恋
愛
に
逃
避
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
過
去
の
自
分
へ

の
反
省
か
ら
リ
ー
ナ
は
中
年
期
に
夫
と
の
間
に
子
供
を
儲
け
る
こ
と
を
た

め
ら
い
つ
つ
月
日
が
流
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
生
の
最
後
に
再
会
し
た
息

子
チ
ャ
ー
リ
ー
（C

harlie

）
に
促
さ
れ
て
再
び
男
性
と
付
き
合
う
よ
う
に

な
り
、
過
去
の
後
悔
や
精
神
的
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
リ
ー
ナ
が
再
び
自

由
に
恋
愛
し
て
、
し
か
も
敢
え
て
不
老
不
死
の
治
療
を
受
け
続
け
る
こ
と

を
止
め
て
自
然
死
を
選
ぶ
と
い
う
一
連
の
彼
女
の
人
生
が
説
得
力
を
も
っ

て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
映
画
版
で
は
、
原
作
で
描
か
れ
て
い
た
リ
ー
ナ
（
映
画

版
で
は
「
リ
ナ
」）
の
最
初
の
男
性
チ
ャ
ド
（C

had

）
と
の
話
や
、
子
供
を

親
に
無
理
や
り
押
し
付
け
て
新
し
い
恋
人
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（Jam

es

）
と
ド
ラ

イ
ブ
で
の
自
由
奔
放
な
旅
を
続
け
る
様
は
一
切
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
死
を

選
択
し
た
主
人
公
が
老
年
期
に
新
し
い
恋
人
と
付
き
合
う
こ
と
も
な
く
、

自
分
の
子
や
孫
に
囲
ま
れ
て
家
族
の
大
切
さ
を
実
感
す
る
場
面
で
終
わ
る
。

舞
台
が
北
米
か
ら
日
本
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
は
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
的
な
日
本
ら
し
さ
の
演
出
か
ら
、
車
で
モ
ー
テ
ル
を
転
々
と
移
動

し
な
が
ら
の
自
由
奔
放
な
恋
愛
や
、
老
後
に
新
た
に
恋
人
を
作
る
と
い
っ

た
価
値
観
が
日
本
社
会
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
と
の
判
断
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、「
好
ま
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分

を
多
少
な
り
と
も
削
除
さ
れ
て
い
る
」
わ
け
で
あ
る
が
22
、
映
画
版
で
は

リ
ナ
が
勤
め
る
会
社
の
若
社
長
と
の
結
婚
を
除
い
て
は
、
恋
愛
要
素
は
ほ

と
ん
ど
描
か
れ
ず
、
代
わ
り
に
家
族
の
問
題
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い

る
。他

に
も
、
原
作
で
は
主
人
公
を
会
社
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
ス
（BodyW

erks

）

で
働
く
よ
う
勧
誘
す
る
女
性
エ
マ
（Em

m
a

）
と
の
友
情
を
越
え
た
信
頼

関
係
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
映
画
版
で
は
エ
マ
に
は
別
の
、
レ
ズ
ビ
ア
ン

的
関
係
を
想
像
さ
せ
る
友
人
と
の
関
係
が
あ
り
、
リ
ー
ナ
と
エ
マ
の
関

係
は
上
司
と
部
下
（
あ
る
い
は
先
駆
者
と
後
継
者
）
の
関
係
に
変
更
さ
れ
、

リ
ー
ナ
に
つ
い
て
は
代
わ
り
に
映
画
版
で
新
た
に
追
加
さ
れ
た
同
僚
の
先



180

輩
と
の
友
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
更
に
よ
り
、
映
画
版
で
は

主
人
公
が
病
院
で
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
を
置
き
去
り
に
し
て
出
て
行

っ
て
し
ま
う
理
由
が
ほ
ぼ
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
視
聴
者
は
リ
ー
ナ
を
テ
ィ

ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
で
母
親
に
な
る
こ
と
へ
の
責
任
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た

女
性
と
し
て
理
解
す
る
以
上
の
手
が
か
り
を
作
中
で
与
え
ら
れ
て
い
な

い
23
。

「
円ア
ー
ク弧
」
の
映
画
版
が
短
編
小
説
を
二
時
間
の
長
編
映
画
に
翻
案
し
た

作
品
で
あ
り
、
物
語
の
展
開
や
設
定
に
大
幅
な
追
加
や
削
除
な
ど
の
変
更

が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
は
短
編
小
説
を
約
十
三

分
の
短
編
映
画
に
凝
縮
す
る
形
で
翻
案
し
た
こ
と
で
、
む
し
ろ
原
作
か
ら

削
除
さ
れ
た
設
定
や
場
面
が
目
立
つ
。
話
の
展
開
と
し
て
は
、
映
画
版
は

主
人
公
ソ
フ
ィ
ア
が
映
画
制
作
会
社
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
で

就
職
面
接
を
受
け
て
、
Ａ
Ｉ
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の
存
在
を
知
る
と
い
う
原
作

の
プ
ロ
ッ
ト
を
継
承
し
て
い
る
が
、
主
人
公
の
大
学
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
ソ
フ
ィ
ア
が
セ
マ
フ
ォ
ー

ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
の
作
品
を
翻
案
し
た
動
機
へ
の
言
及
が
削
除
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
り
映
画
版
は
映
画
制
作
に
携
わ
り
た
い
、
と
あ
る
女
性

が
Ａ
Ｉ
が
映
画
制
作
を
一
手
に
引
き
受
け
る
会
社
の
制
作
方
針
に
失
望
す

る
と
い
う
原
作
の
主
旨
を
お
さ
え
つ
つ
も
、
ソ
フ
ィ
ア
と
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ

は
け
っ
し
て
対
照
的
な
存
在
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、

映
画
版
で
も
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
の
像
が
パ
ラ
ド
ン
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
に
プ
リ

ン
ト
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ア
ー
の
オ
フ
ィ
ス
の
机

に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
に
変
更
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
（
デ
ス
ク

上
に
不
必
要
な
ほ
ど
巨
大
な
像
が
あ
る
た
め
、
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
は
す

る
が
）、
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
が
掘
削
機
と
競
争
し
た
最
後
の
人
間
で
あ

っ
た
と
い
う
逸
話
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
芸
術
に
お
い
て
Ａ
Ｉ
が
人
間
を

凌
駕
し
て
い
く
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
未
来
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

原
作
か
ら
の
変
更
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
映
画
版
が
さ
ら
に
二
つ
の

事
柄
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
第
一
に
、
パ
ラ
ド
ン

は
性
別
を
変
更
し
て
ア
ン
・
パ
ラ
ド
ン
（Anne Palladon

）
と
い
う
女
性

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
パ
ラ
ド
ン
役
を
ア
ジ
ア
系
の
女
優
タ
ム
リ
ン
・
ト

ミ
タ
（Tam

lyn Tom
ita

）
が
演
じ
24
、
加
え
て
ソ
フ
ィ
ア
役
を
黒
人
女
性

テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
・
ハ
イ
ン
ズ
（Tiffany H

ines

）
が
演
じ
る
こ
と
で
、
原
作

で
語
ら
れ
て
い
る〈
男
性
ば
か
り
の
職
場
に
女
性
の
視
点
を
入
れ
る
〉こ

と
の
重
要
性
や
、
ソ
フ
ィ
ア
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
主
張
を
取
り
入
れ
た
翻

案
作
品
を
制
作
し
た
こ
と
で
『
中
生
代
』
を
よ
り
納
得
の
い
く
作
品
に
改

善
し
た
と
い
う
点
が
、
映
画
版
で
は
す
で
に
あ
る
程
度
実
現
し
た
社
会
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
映
画
版
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
種
が
配
役
と

し
て
可
視
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
監
督
キ
ャ
メ
オ
・
ウ
ッ
ド

お
よ
び
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
ア
レ
ク
サ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
＝
ヘ
ロ
ン
（Alexa 

Fraser-H
erron

）
は
ソ
フ
ィ
ア
役
と
し
て
黒
人
女
性
を
起
用
し
た
理
由
に

つ
い
て
、
一
つ
に
、
よ
り
多
く
の
非
白
人
系
の
役
者
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
登

場
す
べ
き
だ
と
の
考
え
が
あ
り
、
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
原
作
が
「
必

ず
し
も
体
制
側
（status quo

）
の
人
々
」
を
描
い
た
作
品
で
は
な
い
こ
と

を
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
表
現
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
25
。

第
二
の
点
は
、
映
画
版
で
は
最
終
場
面
で
原
作
に
は
な
い
要
素
が
追
加
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さ
れ
て
い
る
。
同
場
面
で
、
ソ
フ
ィ
ア
は
セ
マ
フ
ォ
ー
ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー

ズ
の
企
業
秘
密
で
あ
る
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
に
よ
る
作
品
制
作
に
関
す
る
記
憶

を
抹
消
さ
れ
る
が
、
是
非
と
も
ソ
フ
ィ
ア
に
入
社
し
て
ほ
し
い
同
社
は
、

面
接
に
関
す
る
一
切
の
記
憶
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
利
用
し
て
、
何
度
も

ソ
フ
ィ
ア
に
面
接
を
受
け
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
話
の
オ
チ
と
し
て
最
後
に

明
ら
か
に
な
る
。
映
画
版
の
作
中
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
実
は
ソ
フ
ィ
ア

に
と
っ
て
三
度
目
の
面
接
に
あ
た
り
、
そ
こ
で
も
失
敗
し
た
セ
マ
フ
ォ
ー

ル
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
ズ
は
次
の
四
回
目
に
は
「
芸
術
に
関
す
る
話
に
も
っ
と

時
間
を
割
く
」
や
「
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
の
話
を
も
っ
と
す
る
」
と
い
っ
た

戦
術
上
の
変
更
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
26
。
つ
ま
り
、
ソ
フ
ィ
ア
は
ほ

ぼ
同
じ
内
容
の
面
接
を
一
日
に
繰
り
返
し
受
け
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
都
度
入

社
を
断
っ
て
い
る
が
毎
回
記
憶
を
削
除
さ
れ
る
た
め
、
彼
女
自
身
は
わ
ず

か
な
が
ら
違
和
感
を
覚
え
つ
つ
も
、
そ
の
事
実
に
気
付
い
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
27
。
映
画
内
で
パ
ラ
ド
ン
は
新
入
社
員
の
リ
ク
ル
ー
ト
状
況
が
芳

し
く
な
い
こ
と
を
ソ
フ
ィ
ア
に
話
す
場
面
が
あ
る
が
、
人
材
確
保
に
そ
こ

ま
で
躍
起
に
な
っ
て
い
る
状
況
か
ら
推
察
す
る
に
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
映
画
制

作
が
倫
理
的
も
し
く
は
芸
術
的
感
性
と
し
て
多
く
の
者
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
の

存
在
を
知
っ
て
か
ら
の
ソ
フ
ィ
ア
が
幻
滅
し
た
表
情
を
浮
か
べ
る
顔
の
ア

ッ
プ
が
、
映
画
版
で
は
繰
り
返
し
演
出
さ
れ
て
い
る
。
原
作
が
ジ
ョ
ン
・

ヘ
ン
リ
ー
の
話
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
芸
術
活
動
で
Ａ

Ｉ
が
人
間
を
凌
駕
し
て
い
く
芸
術
的
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
を
予
見
さ
せ
る
の
に

対
し
て
、
映
画
版
は
同
じ
く
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
の
逸
話
に
ふ
れ
つ
つ
も
、

む
し
ろ
Ａ
Ｉ
が
作
品
を
作
る
こ
と
へ
の
心
理
的
抵
抗
の
方
を
大
き
く
取
り

上
げ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
映
画
版
は
多
く
の
視
聴
者
が
感
じ
る
で
あ

ろ
う
心
理
的
抵
抗
を
ソ
フ
ィ
ア
が
代
弁
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
考

え
る
と
、
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
の
話
は
Ａ
Ｉ
へ
の
抵
抗
の
象
徴
で
あ
る
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
そ
し
て
映
画
版
で
も
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー

自
身
は
い
ち
お
う
機
械
に
勝
利
は
す
る
）、
し
か
し
逆
に
そ
れ
は
何
度
も

面
接
を
ル
ー
プ
さ
せ
ら
れ
る
ソ
フ
ィ
ア
の
逃
げ
場
の
な
い
虚
し
い
抵
抗
の

象
徴
と
も
読
み
取
れ
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
異
な
る
解
釈
が
可
能
な
両
義
的

な
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
主
に
、
ケ
ン
・
リ
ュ
ウ
の
短
編
小
説
「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
を

め
ぐ
る
二
つ
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
小

説
内
で
展
開
さ
れ
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
の
芸
術
論
は
、
Ａ
Ｉ

ア
ー
ト
と
人
に
よ
る
芸
術
活
動
と
の
競
争
関
係
を
一
種
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア

と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
ん
に
人
の
可
能
性
を
信

じ
る
よ
う
な
議
論
や
将
来
芸
術
に
お
い
て
Ａ
Ｉ
が
人
を
凌
駕
し
て
い
く
と

い
っ
た
一
方
的
な
話
に
終
始
し
て
は
い
な
い
。
ソ
フ
ィ
ア
は
ビ
ッ
グ
・
セ

ミ
が
制
作
し
た
作
品
を
翻
案
し
、
さ
ら
に
は
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
が
古
典
作
品

の
主
題
、
モ
チ
ー
フ
や
人
物
設
定
を
基
に
、
そ
こ
に
現
代
人
の
感
性
を
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
し
な
が
ら
映
画
制
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目

す
る
と
、
同
短
編
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
の
人
と
Ａ
Ｉ
に
よ
る
、
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い
び
つ
な
共
同
制
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
表
現
で
き
る
。
以
上
の
よ

う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
で
は
、
語
り
手
が
述
べ

る
よ
う
に
ビ
ッ
グ
・
セ
ミ
が
「
芸
術
を
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
変
え
た
」

と
一
言
で
要
約
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
と
人
と
の

関
係
は
む
し
ろ
相
互
補
完
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

「
真
の
芸
術
家
た
ち
」
は
私
た
ち
の
現
実
世
界
で
、
実
際
に
映
画
化
も

さ
れ
て
い
る
。
翻
案
の
結
果
、
原
作
に
あ
っ
た
ソ
フ
ィ
ア
と
ビ
ッ
グ
・
セ

ミ
の
対
比
は
消
滅
す
る
一
方
で
、
作
中
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
の
平
等
が

社
会
的
に
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
演
出
や
役
者
の
起
用

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
変
更
や
、
繰
り
返

さ
れ
る
ソ
フ
ィ
ア
の
戸
惑
い
や
幻
滅
と
い
っ
た
顔
の
表
情
を
ア
ッ
プ
す
る

カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
作
品
制
作
に
懐
疑
的
な
姿
勢
を

描
き
出
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
真
の
芸
術
家
た

ち
」
と
そ
の
翻
案
作
品
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
芸
術
的
意
義
、
そ
し

て
科
学
技
術
の
発
達
と
芸
術
の
将
来
に
つ
い
て
私
達
に
多
く
の
思
考
の
糧

を
与
え
て
く
れ
る
。

註1 

「
お
絵
描
き
Ａ
Ｉ
、
国
内
ユ
ー
ザ
ー
二
百
万
人
超
え
の
お
絵
描
き
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り
ぐ
っ
ど
く
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が
、
画
像
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を
公
開
」、
西
日
本
新
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（
二
〇
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二
年
十
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六
日
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、
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Ａ
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Ａ
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〇
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狩
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台
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ョ
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ョ
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〜
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デ
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ビ
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ソ
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記
に
起
源
を
持
つ
、

等
々
」。
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Liu, “Real Artists,” p. 200.
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大
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。
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ダ
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ョ
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の
理
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〜
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六
頁
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百
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十
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頁
。

16 
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チ
オ
ン
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ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
』、 
百
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八
〜
十
九
頁
。

17 
Liu, “Real Artists,” p. 199.
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Liu, “Real Artists,” p. 208.
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Liu, “Real Artists,” p. 207.

20 
Liu, “Adaptations,” Ken Liu, W

riter, 2022, https://kenliu.nam
e/

adaptations/

21 

ハ
ッ
チ
オ
ン
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ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
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百
七
十
九
頁
。

22　

ハ
ッ
チ
オ
ン
、『
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
』、
百
九
十
三
頁
。

23 

た
だ
し
リ
ュ
ウ
自
身
は
映
画
版
を
評
価
し
て
お
り
、「
今
作
の
制
作

陣
は
映
画
が
ビ
ジ
ュ
ア
ル
中
心
の
媒
体
で
あ
る
と
い
う
強
み
を
活
か

し
た
素
晴
ら
し
い
仕
事
を
し
て
く
れ
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

リ
ュ
ウ
自
身
は
映
画
版
の
制
作
に
あ
ま
り
関
与
し
な
か
っ
た
と
述
べ
つ

つ
も
、「
脚
本
を
読
ん
で
そ
こ
で
思
っ
た
こ
と
を
伝
え
、
何
度
か
や
り

取
り
し
て
互
い
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
い
く
つ
か
コ
メ
ン
ト
」

し
た
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る（
ケ
ン
・
リ
ュ
ウ
、「
Ｓ
Ｆ
映
画
『Arc 

ア
ー
ク
』

原
作
者
、
ケ
ン
・
リ
ュ
ウ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ア
ー
・

傭
兵
ペ
ン
ギ
ン
、G

izm
odo

〔
二
〇
二
一
年
七
月
一
日
〕、https://w

w
w.

gizm
odo.jp/2021/07/arc-ken-liu-interview.htm

l

）。

24 

タ
ム
リ
ン
・
ト
ミ
タ
の
父
親
は
日
系
ア
メ
リ
カ
人
、
母
親
は
日
系
フ

ィ
リ
ピ
ン
人
で
、
本
人
は
沖
縄
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
育
ち
で
あ
る
。

25 
“Behind the Scenes: C

ast and C
rew

 on D
iversity in Film

m
aking,” 

interview
s w

ith the C
ast and C

rew
 of Real Artists, created by 

C
harm

ing Stranger Film
s, 2019, 0’53-2’00, https://w

w
w.realartists.

film
/bts-com

m
entaries

26 
Real A

rtists, created by C
harm

ing Stranger Film
s, 2018, 

9’09‒9’50.

27 

映
画
で
は
ソ
フ
ィ
ア
は
一
瞬
戸
惑
う
表
情
を
頻
繁
に
見
せ
る
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
過
去
に
同
じ
体
験
を
し
て
い
る
こ
と
を
デ
ジ
ャ
ヴ
の
よ
う

に
感
じ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
戸
惑
い
も
、
す

ぐ
に
パ
ラ
ド
ン
に
話
し
か
け
ら
れ
る
こ
と
で
ソ
フ
ィ
ア
は
忘
れ
て
し
ま

う （Real Artists, created by C
harm

ing Stranger Film
s, 9’43

）。


