
翻
訳
者
は
、
巧
み
に
ヴ
ェ
ー
ル
の
か
げ
の
美
女
を
ほ
め
そ
や
す
、
腕
き
き
の
妓
夫

に
似
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
原
典
へ
の
、
や
み
が
た
き
思
慕

を
か
き
た
て
る
の
だ
か
ら
。

│
│
│
ゲ
ー
テ
「
箴
言
と
省
察
」
大
山
定
一
訳

私
た
ち
は
皆
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
翻
訳
者
を
殺
し
て
や
ろ
う
と
思
い

な
が
ら
映
画
館
を
後
に
し
た
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
私
た
ち
の
動
機

は
こ
う
だ
│
│
無
能
な
字
幕
が
も
た
ら
し
た
映
画
の
殺
人
者
。
翻
訳
に
よ

る
テ
ク
ス
ト
の
死
と
は
昔
か
ら
い
わ
れ
る
比
喩
だ
が
、
そ
れ
が
映
画
に
も

た
ら
さ
れ
る
と
、
ま
た
新
た
な
意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

そ
う
い
っ
た
死
の
可
能
性
自
体
が
生

気
に
み
ち
た
状
態
、
す
な
わ
ち
映

像
の
本
質
的
な
状
態
を
暗
示
す
る
か
ら
だ
。
文
学
の
ケ
ー
ス
と
同
様
、
こ

こ
で
の
死
と
は
言
説
的
な
状
況
を
指
す
。
し
か
し
フ
ィ
ル
ム
を
と
も
な
う

場
合
、
そ
れ
は
知
覚
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
形
成
す
る
。
観
客
は
映
画
の

ミ
メ
ー
シ
ス

持
つ
擬
態
の
力
強
い
感
覚
が
、（
い
く
ら
そ
れ
が
優
れ
た
仕
事
で
あ
っ
て

も
）
字
幕
の
せ
い
で
わ
か
り
づ
ら
く
な
っ
た
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
外

国
か
ら
や
っ
て
き
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
被
写
体
│
│
外
国
映
画
の
光
景
や
音

│
│
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
被
写
体

は
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
通
じ
て
映
画
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
こ
ろ
の
文

字
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、
容
易
に
曖
昧
な
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

ゆ
え
字
幕
の
不
明
瞭
さ
や
不
具
合
な
ど
に
よ
り
、
す
ぐ
さ
ま
激
し
い
怒
り

が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

私
が
字
幕
に
関
す
る
突
飛
な
考
え
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
小
川

紳
介
〔
構
成
・
編
集
〕
と
飯
塚
俊
男
〔
監
督
〕
に
よ
る
『
映
画
の
都
』（
一

九
九
一
）
に
初
め
て
字
幕
を
つ
け
た
と
き
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
驚
き
に
み

悪
態
的
字
幕
の
た
め
に

│
│
映
画
翻
訳
装
置
の
露
出

阿
部
・マ
ー
ク
・ノ
ー
ネ
ス

山
本
直
樹
訳
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ち
た
経
験
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
セ
リ
フ
の
一
行
一
行
、
フ
レ
ー
ム
の
一
コ

マ
一
コ
マ
に
即
し
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
と
口
語
的
、
視
覚
的
言
語
の
要
素

の
す
べ
て
を
繰
り
返
し
読
み
解
い
て
ゆ
く
と
い
う
、
極
め
て
対
象
に
密
着

し
た
形
で
の
テ
ク
ス
ト
分
析
が
行
わ
れ
た
。
一
見
す
る
と
単
純
に
も
思
え

る
問
題
を
実
践
的
に
解
決
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
映
画
分
析
に
お
け
る
こ
う

し
た
独
特
の
分
野
が
理
論
的
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
、
私
は
興
味
を

惹
か
れ
た
。
け
れ
ど
も
こ
と
字
幕
に
関
し
て
と
な
る
と
、
単
純
な
問
題
な

ど
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
の
言
い
ま
わ
し
、
す
べ
て
の
句
読
点
、
そ
し
て

翻
訳
者
が
下
し
た
す
べ
て
の
決
定
が
、
外
国
観
客
の
鑑
賞
体
験
に
と
っ
て

は
さ
ま
ざ
ま
含
意
を
持
つ
。
と
は
い
う
も
の
の
、
字
幕
制
作
者
が
受
け
持

つ
仕
事
の
複
雑
さ
と
、
そ
れ
が
映
画
に
外
国
的
な
る
も
の
を
仲
介
す
る
上

で
果
た
す
唯
一
の
役
割
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
映
画
学
に
お
い
て
字
幕
の
存

在
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
翻
訳
学
の
領
域
で
は
さ
か
ん

に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
が
も
っ
ぱ
ら
翻
訳
者
に
と
っ

て
の
実
用
的
な
問
題
や
、
字
幕
を
読
む
上
で
必
要
と
さ
れ
る
奇
妙
な
ま
で

に
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
た
速
読
術
の
生
理
学
に
集
中
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の

専
門
領
域
に
属
す
る
学
者
に
せ
よ
、
私
が
本
稿
で
行
お
う
と
す
る
文
化
的
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
問
題
を
探
求
し
た
こ
と
は
な
い
＊
１
。
ま
た
世
界
中
の

映
画
観
客
に
関
し
て
い
う
な
ら
、
翻
訳
に
感
心
し
つ
つ
外
国
映
画
を
見
終

え
た
人
な
ど
一
人
も
存
在
し
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
も
し
字
幕
に
つ

い
て
コ
メ
ン
ト
が
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
報
復
の
暴
力
、

つ
ま
り
堕
落
（corruption

）
に
瀕
し
た
テ
ク
ス
ト
の
た
め
の
復
讐
で
し

か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
よ
う
に
、
す
べ
て
の
字
幕

は
堕
落
的
で
あ
る
か
ら
だ
。

今
日
の
異
文
化
礼
賛
の
風
潮
を
考
慮
す
る
と
き
、
こ
う
し
た
堕
落
が

ま
っ
た
く
取
り
あ
げ
ら
れ
ず
に
野
放
し
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
実
に
奇

妙
な
よ
う
に
思
え
る
。
私
は
こ
れ
に
対
す
る
説
明
が
、
製
作
か
ら
上
映
へ

と
至
る
フ
ィ
ル
ム
の
旅
程
に
お
け
る
字
幕
制
作
の
従
属
的
、
あ
る
い
は
隠

さ
れ
た
と
も
い
う
べ
き
位
置
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
堕
落
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
翻
訳
の
事
実

を
明
る
み
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
新
た
な
方
法
論
を
模
索

す
る
た
め
に
は
、
字
幕
の
限
界
に
つ
い
て
も
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

字
幕
の
持
つ
暴
力
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
そ
れ
が
必
ず

し
も
死
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
し
、
こ
の
種
の
暴
力
に
は
ま
っ
た
く

価
値
が
な
く
、
到
底
楽
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
決
め
つ
け
る
理
由
も
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
、
私
た
ち
は
肯
定
的
に
捉
え
う
る

悪
態
ぶ
り
（abuse

）
を
兼
ね
備
え
た
、
新
た
な
字
幕
形
式
の
出
現
に
立
ち

会
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
今
こ
そ
、
多
文
化
主
義
や
多
様
性
に
関
す
る
配
慮

を
見
据
え
つ
つ
、
映
画
に
お
け
る
外
国
体
験
を
仲
介
す
る
翻
訳
の
様
式
を

再
考
す
る
時
期
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
本
論
考
で
は
、
英
語
と
日
本
語
の

あ
い
だ
の
翻
訳
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
実
践
と
理
論
の

両
極
を
移
動
し
な
が
ら
、
過
去
七
十
年
間
に
渡
っ
て
字
幕
制
作
者
た
ち
が

直
面
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
ジ
レ
ン
マ
と
、
そ
う
い
っ
た
ジ
レ
ン
マ
に
対

す
る
彼
ら
の
反
応
を
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め

て
、
私
た
ち
は
戦
略
的
な
悪
態
の
先
に
あ
る
創
造
的
な
解
決
へ
と
向
か
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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私
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ｅ
・
ル
イ
ス
の
「
翻
訳
効
果
の
測
定
」
と
い
う
ま
ず

フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
、
の
ち
に
彼
自
身
に
よ
っ
て
英
語
に
訳
さ
れ
た
論

文
に
お
い
て
示
さ
れ
た
概
念
を
も
と
に
し
て
、
悪
態
的
翻
訳
と
い
う
概
念

を
作
り
上
げ
た
。
他
の
論
者
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
デ
リ
ダ
の
論
文
「
白

け
た
神
話
（“L

a
m
ythologie

blanche”

）」
の
分
析
を
行
う
た
め
に
、
ル

イ
ス
は
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
あ
い
だ
の
差
異
を
消
去
し
、「
そ
れ
が
生

じ
る
と
き
翻
訳
は
、
原
文
に
お
い
て
捉
え
た
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
、
あ
る
ひ

と
つ
の
枠
組
み
の
な
か
に
移
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
枠
組
み
は

異
な
っ
た
言
説
上
の
関
係
性
と
異
な
っ
た
現
実
の
構
築
物
を
強
要
し
が
ち

で
あ
る
」（259

）
と
述
べ
る
。
言
語
間
の
非
類
似
性
は
、
単
純
に
は
乗
り

越
え
ら
れ
な
い
差
異
を
生
み
出
し
、
翻
訳
活
動
を
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
い

も
の
に
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
エ
ッ
セ
イ
風
テ
ク

テ
ク
ス
チ
ャ

マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ

ス
ト
の
翻
訳
が
質
感
と
物
質
性
を
排
除
し
、
意
味
に
集
中
し
よ
う
と
す

る
あ
ま
り
、
悪
化
の
一
途
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

論
文
の
作
者
や
翻
訳
者
と
同
じ
く
、
ル
イ
ス
も
ま
た
典
型
的
な
翻
訳
者
で

は
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
ク
ス
ト
か
ら
逸
脱
す

る
自
由
を
発
見
す
る
。
そ
し
て
こ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
彼
は
「
実
験
性
を

ざ
ん

重
視
し
、
慣
用
法
を
改
竄
し
、
他
に
は
な
い
独
自
性
を
生
み
出
す
こ
と
に

よ
り
、
原
文
の
持
つ
多
価
性
や
多
声
性
、
表
現
豊
か
な
強
調
箇
所
と
訳
文

を
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
強
靱
で
説
得
力
の
あ
る
翻
訳
」（262

）
と
い

う
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
翻
訳
が
持
つ
力

を
そ
の
悪
態
ぶ
り
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
意
味
作
用
の
密
集
す
る

テ
ク
ス
ト
上
の
結
び
目
を
通
じ
て
原
文
が
言
語
を
緊
張
状
態
に
置
く
と
こ

ろ
で
、
翻
訳
は
対
象
と
な
る
言
語
に
向
け
て
同
種
の
暴
力
を
行
使
す
る
。

堕
落
的
字
幕
制
作
者
は
字
幕
の
暴
力
を
否
認
す
る
が
、
悪
態
的
翻
訳
者
は

逆
に
暴
力
自
体
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。

も
っ
と
具
体
的
に
い
お
う
。
悪
態
的
字
幕
制
作
者
は
、
翻
訳
の
事
実
を

そ
の
不
明
瞭
な
位
置
か
ら
引
き
出
す
と
と
も
に
、
映
画
館
の
暗
闇
の
な
か

で
再
生
産
さ
れ
る
外
国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
へ
と
観
客
を
導
く
よ
う
に
見
え
る
、

堕
落
的
実
践
の
基
礎
を
な
す
帝
国
的
な
政
治
学
を
批
判
す
る
た
め
に
、
テ

ク
ス
ト
や
文
字
の
不
正
利
用
│
│
言
語
が
持
つ
文
法
的
、
形
態
的
、
視
覚

的
資
質
に
お
け
る
実
験
│
│
を
行
う
の
だ
。
こ
こ
で
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
は
、

オ
リ
ジ
ン

不
純
物
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
一
つ
の
起
源
で
は
な
く
、
フ
ィ
ル
ム
を
潜

在
的
に
翻�

訳�

の�

経�

験�

へ
と
変
化
さ
せ
る
、
個
人
的
か
つ
国
際
的
な
る
も
の

の
中
心
を
指
し
て
い
る
。

堕
落
的
実
践

字
幕
制
作
者
た
ち
は
、
装
置
上
の
要
請
に
よ
る
暴
力
的
な
削
減
に
立
ち

向
か
い
な
が
ら
、
彼
ら
の
仕
事
を
読
者＝

観
客
の
眼
か
ら
隠
蔽
す
る
よ
う

な
翻
訳
の
方
法
論
を
│
│
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
前
提
と
共
謀
す
る
か
た

ち
で
│
│
発
展
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
意
味
で
、
私
た
ち
は
彼
ら
を
堕�

落�

的�

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
元
の
テ
ク
ス
ト
を
暴
力
的
に
盗
用
す

る
と
い
う
翻
訳
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
共
有
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
字
幕
の
持

つ
時
間
的
、
空
間
的
制
限
に
し
た
が
っ
て
話
し
言
葉
を
書
き
言
葉
へ
と
置

悪態的字幕のために
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き
か
え
る
過
程
に
お
い
て
、
翻
訳
言
語
が
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
、
規

範
、
慣
用
句
、
参
照
枠
の
な
か
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
は
め
こ
も
う
と
す
る
。

テ
ク
ス
ト
の
暴
力
を
和
ら
げ
、
他
者
的
な
る
も
の
す
べ
て
を

ド

メ

ス

テ

ィ

ケ

イ

ト

自
国＝
馴
致
化
し
、
観
客
を
外
国
経
験
へ
と
連
れ
出
す
よ
う
に
見
せ
か
け

る
の
は
、
ま
さ
し
く
字
幕
の
実
践
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
字
幕
制
作
が
提

起
す
る
独
自
の
課
題
と
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
暴
力
と
は
、
ご
く
あ
り
ふ

れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
作
業
に
付
随
す
る
困
難

さ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
ず
、
詩
の
翻
訳
者
が
直
面
す
る
問
題
と

ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
堕
落
し
き
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う

し
た
課
題
に
対
す
る
字
幕
制
作
者
た
ち
の
反
応
の
方
で
あ
る
。
ス
ク
リ
ー

ン
の
端
の
巧
み
な
訳
文
を
通
じ
て
セ
リ
フ
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
届

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
側
の
学
識
を
高
め
る
と
と
も
に
異
文
化
と
の

楽
し
い
出
会
い
を
容
易
に
し
て
き
た
と
、
字
幕
制
作
者
た
ち
は
い
う
。
だ

が
実
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
成
文
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
と
抑
圧
の
伝
統
を
盾
に

取
り
な
が
ら
、
自
分
た
ち
が
繰
り
返
し
行
っ
て
き
た
暴
力
行
為
を
隠
蔽
す

る
た
め
の
陰
謀
を
企
て
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
実
践
こ
そ
が
、
彼

ら
の
暴
力
的
な
世
界
に
お
け
る
堕
落＝

詐
称
的
な
完
全
性
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。
字
幕
制
作
の
理
論
化
に
関
す
る
数
少
な
い
試
み
の
一
つ
が
、
お

よ
そ
満
足
と
は
言
い
難
い
な
が
ら
も
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
ト
リ

ン
・
Ｔ
・
ミ
ン
ハ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

た
と
え
ば
字
幕
の
持
続
時
間
は
、
非
常
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
だ
と
い

え
る
。
も
し
翻
訳
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
の
多
く
で
、
技
術
的
に
可
能
な

限
り
│
│
読
む
の
が
遅
い
読
者
が
必
要
と
す
る
時
間
よ
り
も
長
く
│
│

字
幕
が
画
面
上
に
留
ま
り
続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
翻
訳
が

古
典
的
な
映
画
装
置
の
定
義
を
下
す
と
と
も
に
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に

よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
支
配
的
な
世
界
観
を
配
置
す
る
た
め
の

技
術
的
な
取
り
組
み
を
規
定
す
る
縫
合
の
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
主
流
映
画
の
成
功
は
、
そ
れ
が
提
示
し
よ
う
と

す
る
も
の
に
お
い
て
、〔
自
身
の
分
節
化
さ
れ
た
策
略
を
〕
ど
れ
ほ

ど
う
ま
く
隠
し
お
お
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
試
み
は
常
に
主
体
の
単
一
性
を
防
御
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
し
か

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
字
幕
に
お
い
て
は
、
読
ん
だ
り
、
聞
い
た
り
、
見

た
り
す
る
活
動
が
、
ま
る
で
す
べ
て
同
じ
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に

単
一
の
活
動
へ
と
化
し
て
し
ま
う
。
あ
な
た
が
読
む
も
の
が
あ
な
た

の
聞
く
も
の
で
あ
り
、
あ
な
た
の
聞
く
も
の
は
大
抵
、
あ
な
た
の
見

る
も
の
な
の
だ
。（T

rinh
1992:102

）

私
た
ち
が
ト
リ
ン
に
よ
る
こ
の
注
釈
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ

れ
ま
で
の
翻
訳
様
式
の
も
と
で
、
あ
る
ゆ
る
差
異
の
形
式
が
い
か
に
抑
圧

さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
と
っ
つ
き
に
く
い
難
解
な
テ
ク
ス
ト
が
、
い

か
に
し
て
最
も
保
守
的
な
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
る
か
を
認
識
す
る
限
り

に
お
い
て
で
あ
る
。

性
差
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
日
本
語
で
は
性
差
が
言
語
に
よ
っ
て

は
っ
き
り
と
明
示
さ
れ
る
。
字
幕
も
ま
た
男
性
や
女
性
が
話�

す�

べ�

き�

と
さ

ド
ラ
マ
タ
イ
ズ

れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
用
い
て
そ
の
差
異
を
劇

化
す
る
の
だ
が
、
こ
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の
作
業
は
字
幕
の
場
合
、
お
も
に
文
の
最
後
の
終
助
詞
に
よ
っ
て
遂
行
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
男
性
の
語
尾
で
あ
る
「
ぞ
」
が
硬
く
て
断
定
的
な
音
で

あ
る
の
に
対
し
、
女
性
の
言
葉
は
「
わ
」
や
「
の
」
な
ど
の
終
助
詞
に
よ
っ

て
軟
化
さ
れ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
堕
落
同
様
、
習
慣
と

は
な
か
な
か
打
ち
壊
し
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
行
動
様
式
は
慣

習
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
日
本
語
字
幕
版

『
ロ
ボ
コ
ッ
プ
』（
一
九
八
七
）
の
冒
頭
で
、
女
性
警
官
が
が
さ
つ
な
犯
罪

者
を
取
り
押
さ
え
た
す
ぐ
直
後
に
、
男
性
警
官
と
出
会
う
場
面
が
あ
る
。

こ
の
現
実
的
と
い
う
べ
き
残
虐
行
為
の
呈
示
が
終
わ
る
と
、
新
し
い
パ
ー

ト
ナ
ー
た
ち
は
お
互
い
を
紹
介
し
あ
い
、
パ
ト
カ
ー
に
乗
り
込
ん
で
走
り

去
る
。
こ
こ
で
の
ア
ク
シ
ョ
ン
に
特
筆
す
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
二
人
の

会
話
は
完
全
に
言
語
に
も
と
づ
い
た
熾
烈
な
権
力
争
い
を
と
も
な
っ
て
い

る
。Fem

ale
O
fficer：

I
better

drive
untilyou

know
your

w
ay
around.

（
こ
の
辺
り
の
地
理
に
通
じ
る
ま
で
、
私
が
運
転
し
た
方
が
良
い
と

思
う
。）

M
ale

O
fficer：

I
usually

drive
w
hen

I’m
breaking

in
a
new

part-

ner.

（
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
に
慣
れ
る
ま
で
は
、
い
つ
も
僕
が
運
転
す
る

よ
う
に
し
て
い
る
ん
だ
。）

こ
の
会
話
に
次
の
よ
う
な
日
本
語
字
幕
が
つ
け
ら
れ
る
。

女
性
警
官：

私
が
運
転
す
る
わ
。

（I
w
illdrive.

）

男
性
警
官：

君
に
は
任
せ
ら
れ
ん
。

（I
can’tleave

ityou.

）

こ
こ
で
は
文
字
上
の
最
低
限
の
意
味
が
削
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

権
力
を
め
ぐ
る
力
学
が
知
識
に
関
す
る
争
い
か
ら
単
な
る
支
配
へ
と
変
化

さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
女
性
の
柔
ら
か
な
終
助
詞
「
わ
」
は
、
男
性
警
官
の

ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
語
尾
と
対
照
を
な
し
、
こ
の
差
異
は
彼
が
優
越
的
な
ポ

ジ
シ
ョ
ン
（
従
属
的
な
相
手
に
の
み
使
わ
れ
る
「
君
」
と
い
う
呼
び
か
け

を
発
す
る
人
物
を
二
番
目
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
よ
り
強
固
な
も
の
と

な
っ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
）
を
占
め
る
こ
と
を
強
力
に
示
し
て
い
る
。
も
し
こ

の
字
幕
で
「
よ
」
な
ど
別
の
終
助
詞
が
使
わ
れ
た
な
ら
、
も
う
少
し
強
い

印
象
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
終
助
詞
は
あ
る
特

定
の
力
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
中
年
の
女
性
が
力
を
込
め
て
話
す
よ
う
な

場
合
に
良
く
用
い
ら
れ
る
か
ら
だ
。
実
際
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
攻
撃
的
な
女

性
警
官
が
、
ど
ん
な
状
況
に
お
い
て
も
「
わ
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

想
像
で
き
な
い
し
、
同
伴
す
る
彼
ら
の
映
像
が
な
け
れ
ば
、
ギ
ャ
ン
グ
が

情
婦
に
話
し
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。

翻
訳
者
は
対
象
言
語
の
実
質
的
な
内
容
と
映
像
を
一
致
さ
せ
つ
つ
も
、
そ

こ
に
あ
っ
た
権
力
抗
争
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

大
幅
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
＊
２
。

悪態的字幕のために
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堕
落
の
根
本
的
な
論
理
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
最
も
極
端
な

か
た
ち
で
表
明
さ
れ
る
行
為
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

吹
き
替
え
で
あ
る
。
近
頃
『
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
・
ト
ラ
ッ
プ
』
誌

は
、
吹
き
替
え
の
弁
明
と
な
る
よ
う
な
文
章
を
発
表
し
た
。
執
筆
者
で
あ

る
ア
ン
ジ
ェ
・
ア
シ
ッ
ド
は
、
吹
き
替
え
を
声
と
声
の
交
換
と
捉
え
て
お

り
、
そ
こ
で
は
も
は
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
対
す
る
借
り
が
な
い
た
め
に
、
翻

訳
者
に
課
せ
ら
れ
た
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
よ
う
な
、
新
し
い
テ
ク
ス
ト

を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
に
よ
り
、
翻

訳
者
が
誰
で
も
簡
単
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
読
み
手
（
読

み
の
消�

費�

者�

）
に
提
供
で
き
る
ば
か
り
か
、
こ
う
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
オ

リ
ジ
ナ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
が
携
え
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
負
荷
に
取
っ
て

代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
続
け
て
著
者
は
、
字
幕
が
純
粋
主
義
的

も
し
く
は
エ
リ
ー
ト
主
義
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
吹
き
替
え
ら
れ
た
サ
ウ

ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
は
解
放
的
で
あ
る
と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
吹
き
替
え
を
行

う
段
階
で
、
フ
ィ
ル
ム
を
地
政
学
的
な
闘
争
に
結
び
つ
け
て
い
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
基
盤
に
抵
抗
で
き
る
の
な
ら
ば
、
大
衆
的
観
客
が
外
国
映
画
に

抵
抗
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
何
や
ら
奇
妙
な
話
で
あ

る
が
、
結
論
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

吹
き
替
え
は
、（
中
略
）
映
画
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
外
国
的
起
源
と
い

う
事
実
を
ぬ
ぐ
い
去
る
よ
う
な
場
合
に
、
大
体
成
功
を
収
め
る
。
い

や
む
し
ろ
吹
き
替
え
は
、
彼
ら
が
本
当
に
知
っ
て
い
る
も
の
を
否
認

さ
せ
る
機
会
を
新
た
な
観
客
に
与
え
る
の
で
あ
り
、
声
の
ポ
ス
ト
・

シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
文
化
的
腹
話
術
へ
と
至
る

道
筋
を
開
く
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
吹
き
替
え
フ
ィ
ル
ム
は
古
い
も

の
の
焼
き
直
し
で
は
な
く
徹
底
的
に
新
し
い
製
品
と
し
て
、
た
だ
一

つ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
二
重
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
現
れ
る
。
国
際

市
場
に
お
い
て
独
自
の
文
化
的
特
性
を
削
ぎ
落
と
し
、
消
費
者
の
欲

望
に
見
合
う
よ
う
に
作
ら
れ
た
日
本
製
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム

や
台
湾
製
の
シ
ャ
ツ
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
製
の
車
の
よ
う
に
、
吹
き

替
え
ら
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
は
他
の
国
際
的
商
品
が
し
た

が
う
べ
き
重
要
な
判
断
基
準
を
み
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
単
な
る
一

本
の
フ
ィ
ル
ム
と
な
る
た
め
に
、
み
ず
か
ら
の
機
能
を
前
面
に
押
し

出
し
、「
外
国
」
映
画
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ
る
（
中
略
）。

し
た
が
っ
て
、
国
際
市
場
に
お
い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
は
、

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
脱
文
化
的
な
製
品
と
し
て
機
能
し
て
い
る

と
い
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
吹
き
替
え
の
使
用
に
よ
り
、
消
費
者
と

し
て
の
国
民
が
そ
れ
ぞ
れ
所
属
す
る
、
異
な
っ
た
文
化
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
内
部
に
再
│
記
入
さ
れ
う
る
生
の
素
材
と
な
る
の
だ
。

（A
scheid

1997:40

）

い
や
は
や
単
な
る
一
本
の
フ
ィ
ル
ム
と
は
。
翻
訳
そ
の
も
の
に
対
す
る
不

十
分
な
理
論
化
は
さ
て
お
き
、
こ
の
疑
わ
し
い
エ
ッ
セ
イ
は
吹
き
替
え
が

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

「
権
利
付
与
の
た
め
の
戦
略
」
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
外
国
語

を
単
な
る
「
文
化
的
不
利
益
」
へ
と
還
元
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ

そ
ま
さ
に
資
本
に
取
り
込
ま
れ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
遊
戯
の
安
定
策
を
示
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す
格
好
の
例
だ
ろ
う
。「
吹
き
替
え
フ
ィ
ル
ム
」
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る

「
交
換
」
な
ど
単
に
資
本
主
義
の
一
形
態
で
し
か
な
く
、
快
楽
の
た
め
に

払
わ
れ
る
通
貨
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
吹
き
替
え
版
に
お
け
る
堕
落
の

論
理
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
配
給
会
社
の
手
に
よ
っ
て
、

翻
訳
が
余
剰
の
価
値
し
か
持
た
な
い
よ
う
な
人
々
に
向
け
て
実
践
さ
れ
て

い
る
。
今
日
の
字
幕
は
こ
う
し
た
論
理
に
か
な
り
加
担
し
て
お
り
、
こ
れ

と
は
別
の
や
り
方
を
求
め
よ
う
と
す
る
翻
訳
者
は
誰
で
あ
れ
無
視
さ
れ
て

し
ま
う
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
堕
落
の
形
式
は
、
忠
誠
心
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
批

判
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
持

つ
正
当
性
を
喚
起
さ
せ
、
危
機
に
瀕
し
た
純
粋
性
や
起
源
の
一
形
態
と
し

て
堕
落
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
種
の
批
判
は
、
字
幕
制

作
者
た
ち
が
い
か
に
忠
誠
心
と
い
う
問
題
を
語
り
た
が
ら
な
い
か
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
彼
ら
の
暴
力
を
暴
露
し
、
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
不
完

全
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
に
違
い
な
い
。
同
じ
く
私
た
ち
は
、

映
像
を
略
奪
す
る
ば
か
り
か
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
持
つ
美
し
さ
か
ら
観
客
を

引
き
離
し
て
し
ま
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
醜
く
焼
き
つ
け
ら
れ
た
字
幕
を

非
難
す
る
日
本
の
カ
メ
ラ
マ
ン
の
よ
う
に
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
四
方
を
囲
ま

れ
た
純
粋
性
の
裾
野
を
拡
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
（
藤
波
一
九
七

七：

八
一
〜
八
四
）。
た
だ
は
っ
き
り
い
え
ば
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
忠
誠

心
を
あ
ら
わ
す
基
準
は
す
べ
て
、
装
置
そ
れ
自
体
が
認
め
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
「
堕
落
」
と
い
う

用
語
が
主
体
性
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な
い
領
域
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
提

示
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
針
路
を
目
指
す
悪
態
的
翻
訳

者
が
、
こ
う
い
っ
た
簡
単
な
二
分
法
を
避
け
る
の
に
は
理
論
的
な
理
由
が

あ
る
。
こ
こ
で
第
一
歩
と
な
る
の
は
、
ま
ず
翻
訳
行
為
を
明
る
み
に
出
し
、

そ
の
被
抑
圧
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
解
放
し
て
や
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
現
実
の
字
幕
制
作
の
あ
り
方
を
把
握
し
、
一
体
ど
う
し
た
ら
そ
れ
が

堕
落
的
状
況
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。

翻
訳
の
装
置

字
幕
制
作
の
実
践
は
、
印
刷
テ
ク
ス
ト
で
行
わ
れ
る
書
き
言
葉
の
翻
訳

よ
り
も
ず
っ
と
曖
昧
に
さ
れ
て
き
た
。
事
実
、
字
幕
制
作
を
翻�

訳�

と�

し�

て�

考
え
た
こ
と
が
あ
る
人
な
ど
、
そ
う
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
英
語
圏

に
お
け
る
外
国
映
画
の
批
評
が
、
字
幕
に
よ
る
仲
介
を
当
然
の
も
の
と
し

て
扱
っ
て
き
た
こ
と
も
疑
い
が
な
い
。
プ
ロ
の
翻
訳
者
や
翻
訳
学
内
の
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
読
み
手
に
向
け
ら
れ
た
文
章
を
除
け
ば
、
字
幕
に
つ
い
て

書
か
れ
た
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
だ
。
し

か
も
翻
訳
者
自
身
に
加
え
、
技
術
者
、
監
督
、
脚
本
家
、
検
閲
官
、
そ
し

て
彼
ら
を
雇
っ
た
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
ま
で
も
が
、
彼
ら
の
陰
謀
に
関
す
る

あ
ら
ゆ
る
認
識
を
抑
え
込
む
の
に
多
大
な
努
力
を
払
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
何
度
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
不
運
に
も
翻
訳
者
は
一
人
の
作
家

で
あ
っ
て
、
大
文
字
の
作
者
で
は
な
い
。
同
様
に
彼
ら
の
翻
訳
も
一
つ
の

悪態的字幕のために
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作
業
で
あ
っ
て
、
大
文
字
の
作
品
で
は
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
力
学
で
さ

え
、
大
衆
的
お
よ
び
学
術
的
な
映
画
言
説
に
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
不
在
は
映
像
の
支
配
と
と
も
に
、
映
画
が
国
境
を
越
え
る
際
に
字
幕

制
作
者
が
果
た
す
中
心
的
な
役
割
の
徹
底
的
な
抑
圧
を
二
重
に
物
語
っ
て

い
る
。

字
幕
を
そ
の
不
明
瞭
な
空
間
か
ら
引
き
出
し
、
堕
落
の
根
元
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
特
殊
な
翻
訳
様
式
で
あ
る
字
幕
固
有
の
特
異

点
と
は
何
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
物
質
的

状
況
と
歴
史
的
偶
然
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
映
画
に
お
い
て
は
、
大
規
模

な
装
置
上
の
要
請
に
よ
り
、
元
の
テ
ク
ス
ト
の
暴
力
的
な
翻
訳
が
必
要
と

な
る
。
フ
ィ
ル
ム
上
の
発
話
行
為
は
時
間
に
よ
っ
て
分
節
さ
れ
、
自
然
に

起
こ
る
話
し
言
葉
の
中
断
は
、
字
幕
に
お
け
る
一
時
的
な
境
界
線
と
し
て

示
さ
れ
る
。
翻
訳
の
構
成
単
位
の
長
さ
は
フ
レ
ー
ム
に
至
る
ま
で
、
つ
ま

り
一
秒
分
の
二
四
コ
マ
に
至
る
ま
で
翻
訳
者
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
翻

訳
が
進
む
に
つ
れ
、
翻
訳
者
は
字
幕
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
元
の
テ
ク
ス
ト
の

音
声
と
動
作
に
一
致
さ
せ
る
た
め
に
奮
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
と
え

バ
ン
ク
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

ば
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
セ
リ
フ
の
場
合
、そ
れ
は
必
ず
視
聴
覚
的
な
句

読

点

に
見
合
う
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
通
り
翻
訳
が

完
成
す
る
と
、
そ
れ
は
無
数
の
技
術
者
の
手
に
渡
さ
れ
る
が
、
単
な
る
気

ま
ぐ
れ
な
い
し
は
技
術
的
な
理
由
か
ら
、
字
幕
の
位
置
を
き
ち
ん
と
「
調

整
」
す
る
意
識
の
な
い
人
た
ち
も
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
か

ら
確
認
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
が
翻
訳
者
を
縮
み
上
が
ら
せ
る
よ

う
な
恥
ず
か
し
い
間
違
い
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
、
翻
訳
は
三
つ
あ
る
方
法
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
オ

リ
ジ
ナ
ル
・
テ
ク
ス
ト
へ
と
接
合
さ
れ
る
（
フ
ィ
ル
ム
の
場
合
）。
ま
ず

は
字
幕
を
光
学
的
に
撮
影
し
、
音
声
と
映
像
の
ト
ラ
ッ
ク
に
三
つ
目
の

フ
ィ
ル
ム
・
ス
ト
リ
ッ
プ
（
文
字
ど
お
り
サ
ー
ド
ト
ラ
ッ
ク
と
呼
ば
れ

る
）
と
し
て
挟
み
込
む
方
法
が
あ
り
、
他
に
も
乳
剤
面
自
体
に
字
幕
を
打

ち
込
む
か
、
映
像
の
組
織
上
を
直
接
引
っ
掻
い
て
刻
ん
で
ゆ
く
方
法
も
あ

る
。
そ
し
て
も
っ
と
最
近
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
さ
れ
た
レ
ー

ザ
ー
に
よ
っ
て
セ
ル
ロ
イ
ド
組
織
に
字
幕
を
焼
き
つ
け
る
と
い
う
方
法
も

用
い
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
複
雑
な
過
程
が
も
た
ら
す
困
難
さ
以
外
に
も
、
翻
訳
者
は
堕

落
へ
と
続
く
数
々
の
難
問
に
立
ち
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翻
訳
に
使

う
こ
と
の
で
き
る
空
間
や
時
間
は
装
置
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て

い
る
。
と
い
う
と
詩
の
場
合
の
困
難
さ
に
も
似
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
実

的
に
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
映
画
に
お
い
て
は
、
機
械
が
一
定
の
速
度
で

稼
働
し
、
翻
訳
で
あ
っ
て
も
同
じ
速
度
の
ま
ま
上
映
さ
れ
る
。
翻
訳
者
は

自
分
の
翻
訳
を
フ
レ
ー
ム
の
物
理
的
空
間
と
発
話
時
間
の
長
さ
に
合
わ
せ

て
凝
縮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
読
み
手
の
方
も
途
中
で
立
ち
止
ま
っ
た
り
、

面
白
い
セ
リ
フ
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
考
え
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

つ
ま
り
読
み
手
が
テ
ク
ス
ト
を
読
み
と
っ
た
途
端
、
機
械
が
そ
れ
を
す
ぐ

に
消
し
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
凝
縮
過
程
に
関
す
る
手

続
き
は
い
く
つ
か
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
翻
訳
者
や
装
置
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
く
る
。
テ
ク
ス
ト
の
た
め
に
割
か
れ
る
ス
ペ
ー
ス
数
は
、
フ
ィ
ル

ム
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
（
一
六
ミ
リ
、
三
五
ミ
リ
）、
レ
ン
ズ
（
１：

３３
、
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１：

８５
、
シ
ネ
マ
ス
コ
ー
プ
）、
字
幕
制
作
の
方
法
論
な
ど
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
一
秒
、
二
秒
、
三
秒
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
タ

イ
ト
ル
が
使
う
こ
と
の
で
き
る
時
間
内
で
、
何
文
字
で
あ
れ
ば
判
読
可
能

で
あ
る
か
を
決
定
す
る
の
は
、
翻
訳
者
の
仕
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
俳
優

が
喋
る
速
さ
は
観
客
が
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
速
さ
の
二
倍
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
が
、
こ
の
数
字
は
翻
訳
作
業
の
出
発
点
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど

実
用
的
な
意
味
を
な
さ
な
い
。
た
と
え
ば
ド
ナ
ル
ド
・
リ
チ
ー
は
、
大
体

一
フ
ィ
ー
ト
に
つ
き
一
単
語
、
な
い
し
は
十
二
フ
ィ
ー
ト
に
つ
き
二
行
の

セ
リ
フ
の
使
用
を
認
め
て
い
る
（R

ichie
1991:

16

）。
そ
れ
に
対
し
、
日

本
の
字
幕
制
作
者
た
ち
は
「
一
秒
四
文
字
」
＊
３
と
い
う
ル
ー
ル
を
引
き
合

い
に
出
す
の
を
好
み
、
戸
田
奈
津
子
は
い
か
に
し
て
こ
の
ル
ー
ル
が
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
最
初
の
字
幕

制
作
者
は
、
典
型
的
な
日
本
人
が
ど
れ
く
ら
い
の
速
さ
で
文
字
を
読
み
と

れ
る
か
を
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
新
橋
の
芸
者（
！
）に

フ
ィ
ル
ム
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
一
行
一
三
文
字
、
一
秒
に
つ
き
三
か
ら
四

文
字
と
い
う
数
字
を
得
る
に
至
っ
た
の
だ
、
と
＊
４
。
そ
し
て
年
月
と
と

も
に
、
い
い
加
減
な
映
写
技
師
が
フ
ィ
ル
ム
の
末
端
の
文
字
を
カ
ッ
ト
す

る
の
を
防
ぐ
た
め
に
一
行
が
一
〇
文
字
に
な
っ
た
も
の
の
、
一
秒
四
文
字

ル
ー
ル
は
瞬
く
間
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
や
絞

り
、
そ
の
他
諸
々
の
要
因
に
も
依
る
が
、
他
の
言
語
の
字
幕
は
こ
の
二
、

三
倍
の
時
間
を
必
要
と
す
る
）。
実
際
の
歴
史
は
こ
う
や
っ
て
再
現
さ
れ

た
も
の
よ
り
も
、
は
る
か
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
た
た
え
て
い
る
だ
ろ

う
。
と
に
か
く
ど
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
翻
訳
者
は
、
そ
の
時
間
的
、
空

間
的
基
盤
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
多
く
の
読
み
手
が
不
適
切
だ
と
考
え
る

│
│
む
ろ
ん
翻
訳
者
の
策
略
を
か
わ
し
、
何
で
あ
れ
字
幕
に
つ
い
て
考
え

て
い
れ
ば
の
話
だ
が
│
│
暴
力
的
な
還
元
に
よ
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ

ク
ス
ト
を
屈
服
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。

日
本
語
と
い
う
言
語
は
、
字
幕
制
作
に
あ
ら
か
じ
め
合
わ
せ
て
作
ら
れ

た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
日
本
語
は
単
語
間
の
貴

重
な
空
間
を
無
駄
に
せ
ず
、
単
語
の
途
中
で
セ
リ
フ
を
切
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
の
が
あ
る
。
漢
字
は
最
小
限
の
音
節
で
最
大
限
の
意
味
を
表
現

す
る
ば
か
り
か
、
そ
の
創
造
的
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
造
語
や
略
語
を

簡
単
に
作
り
出
す
。
ま
た
素
晴
ら
し
い
こ
と
に
、
日
本
語
は
主
語
や
直
接

目
的
語
、
話
法
上
の
そ
の
他
の
部
分
を
し
ば
し
ば
省
略
し
、
必
要
な
空
間

を
節
約
す
る
。
だ
が
こ
れ
に
よ
り
、
話
者
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
注

意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
読
み
手
も
ま
た
字
幕
で
語
ら
れ
な
か
っ
た

言
葉
を
探
し
あ
て
る
よ
う
心
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に

日
本
語
は
イ
タ
リ
ッ
ク
に
加
え
、
水
平
に
も
垂
直
に
も
記
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
羨
ま
し
い
能
力
、
す
な
わ
ち
実
に
挑
発
的
な
悪
態
の
可
能
性
を

も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
翻
訳
者
に
と
っ
て
、
翻
訳
を
行
う
言
語
よ
り
も
元

の
言
語
の
方
が
豊
か
な
言
語
世
界
に
彩
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
は
、

普
遍
的
で
苛
立
た
し
い
経
験
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
こ
う

し
た
印
象
を
翻
訳
と
そ
の
道
具
に
関
す
る
本
質
主
義
的
な
関
係
に
結
び
つ

け
て
は
な
ら
な
い
。
時
代
に
見
合
っ
た
翻
訳
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
も
っ

と
も
強
力
な
基
盤
と
な
る
の
は
歴
史
化
で
あ
る
。
し
か
し
複
数
的
な
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
た
歴
史
化
で
な
け
れ
ば
、
そ

悪態的字幕のために
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れ
は
何
の
意
味
も
な
さ
な
い
だ
ろ
う
。
戦
後
日
本
の
字
幕
制
作
者
に
見
ら

れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
愛
国
主
義
の
危
険
性
と
面
白
半
分
に
戯
れ
る
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
化
を
避
け
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
字
幕
が
完
全
に
無
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
一
度

も
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
一
九
三
〇
年
代
か
ら
、
外
国
映
画
の
シ
ナ
リ

オ
が
日
常
的
に
刊
行
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
フ
ィ
ル
ム
の
完
全

な
翻
訳
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
日
本
の
映
画
界
に
お
け
る
シ
ナ
リ
オ
芸
術

に
対
す
る
高
い
評
価
と
、
字
幕
制
作
に
対
す
る
低
い
評
価
を
は
っ
き
り
と

物
語
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
現
在
で
は
翻
訳
者
を
養
成
す
る
学

校
が
い
く
つ
も
存
在
し
、
字
幕
制
作
者
の
名
前
も
外
国
映
画
の
日
本
語
版

プ
リ
ン
ト
に
お
け
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
か
な
ら
ず
盛
り
込

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
少
な
く
と
も
戦
後
の
大
半
に
お
い
て
は
）。

実
際
、
多
く
の
翻
訳
者
た
ち
が
一
般
観
客
の
あ
い
だ
で
名
声
を
獲
得
し
て

お
り
、
そ
の
う
ち
の
何
人
か
に
は
何
と
フ
ァ
ン
ま
で
も
が
つ
い
て
い
る
の

だ
。
清
水
俊
二
、
岡
枝
慎
二
、
神
島
き
み
、
戸
田
奈
津
子
と
い
っ
た
著
名

な
字
幕
制
作
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
伝
や
ハ
ウ
ツ
ー
本
、
さ
ら
に
は
字

幕
を
使
っ
た
英
会
話
の
教
則
本
ま
で
出
版
し
て
い
る
＊
５
。

翻
訳
に
関
す
る
歴
史
的
に
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
が
実
践
と
と
も
に
出
現
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
が
い
わ
ゆ
る
「
字
幕
制
作

術
」
に
つ
い
て
書
き
連
ね
た
も
の
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
つ
ま
ら
な
い

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
彼
ら
の
翻
訳
の
概
念
は
単
純
に
過

ぎ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
人
に
よ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
映
画
化
と
そ

の
結
果
と
し
て
生
じ
る
日
本
語
へ
の
翻
訳
は
、
必
然
的
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
・

テ
ク
ス
ト
の
持
つ
正
当
性
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。
け
れ
ど
も
戸
田
奈

津
子
│
│
間
違
い
な
く
日
本
で
最
も
有
名
な
字
幕
制
作
者
で
あ
る
│
│
は
、

こ
の
種
の
問
題
を
一
顧
だ
に
せ
ず
、
も
し
吹
き
替
え
が
主
演
俳
優
の
美
し

い
ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
な
声
を
打
ち
消
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
そ
れ
が
ど
れ

ほ
ど
哀
れ
む
べ
き
事
態
で
あ
る
か
を
述
べ
る
た
め
だ
け
に
、
フ
ィ
ル
ム
に

言
及
す
る
の
で
あ
る
（
戸
田
一
九
九
四：

一
〇
）。
同
じ
く
彼
女
の
師
匠

に
あ
た
る
清
水
俊
二
も
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
オ
リ
ヴ
ィ
エ
主
演
の
『
オ
セ

ロ
』（
一
九
六
五
）
の
た
め
に
彼
自
身
が
つ
け
た
字
幕
に
つ
い
て
、
偉
大

な
俳
優
の
演
技
は
映
画
的
で
あ
る
よ
り
も
劇
的
で
あ
る
た
め
、
翻
訳
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
、
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
を
録
音
し
た
テ
ー
プ
を
繰
り
返

し
聞
く
こ
と
を
大
事
に
し
た
と
語
っ
て
い
る
（
清
水
一
九
九
二：

六
一
〜

六
二
）。
一
方
、
ほ
と
ん
ど
の
翻
訳
者
に
と
っ
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

言
葉
こ
そ
も
っ
と
も
と
っ
つ
き
に
く
い
仕
事
で
あ
り
、
翻
訳
に
お
け
る
基

本
的
か
つ
切
迫
し
た
理
論
的
課
題
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
が
、

こ
れ
は
も
は
や
清
水
や
戸
田
に
と
っ
て
の
問
題
で
は
な
い
ら
し
い
。
い
ず

れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
俳
優
と
そ
の
俳
優
が
発
す
る
声
に
よ
っ
て
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
単
に
ヒ
ン
ト
を
得
る
た
め
の
源
泉
に
置
き
か
え
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
書
き
手
が
有
す
る
映
画
史
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
ま
さ
し
く

貧
困
の
一
言
に
尽
き
る
。
彼
ら
は
み
ず
か
ら
が
携
わ
る
分
野
の
過
去
や
現

在
の
状
況
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
（
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
）
調
査
を
し
な
い

ま
ま
、
そ
れ
を
説
明
し
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
に
何
の
た
め
ら
い

も
み
せ
な
い
。
岡
枝
慎
二
は
「
字
幕
制
作
の
哲
学
」
に
お
い
て
、
サ
イ
レ
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ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

ン
ト
と
ト
ー
キ
ー
に
お
け
る
語

り
の
等
式
化
と
い
う
ナ
イ
ー
ブ
な
発
想

に
、
彼
自
身
の
映
画
美
学
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
肝
心
の
問
題

に
は
触
れ
ぬ
ま
ま
、
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
の
挿
入
字
幕
が
果
た
し
て
い
た
語

り
の
機
能
と
一
九
八
〇
年
代
の
音
声
字
幕
の
機
能
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

言
葉
が
少
な
い
ほ
ど
映
画
は
素
晴
ら
し
い
と
い
う
彼
の
映
画
美
学
を
立
証

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
＊
６
。
彼
は
サ
イ
レ
ン
ト
と
ト
ー
キ
ー
の
あ
い

だ
に
み
ら
れ
る
無
数
の
存
在
論
的
、
記
号
論
的
な
差
異
を
少
し
も
考
慮
し

よ
う
と
は
せ
ず
、
弁
士
が
果
た
し
た
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ

と
す
ら
な
い
。
こ
れ
は
堕
落
的
字
幕
制
作
者
た
ち
が
扱
っ
て
い
る
映
画
の

概
念
が
、
い
か
に
単
純
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
典
型
的
な
例
だ
と
い
え

よ
う
。

そ
の
上
、
と
り
わ
け
不
十
分
な
の
が
、
字
幕
制
作
者
と
世
界
の
映
画
産

業
、
あ
る
い
は
字
幕
制
作
者
と
映
画
産
業
が
孕
む
政
治
性
と
の
関
係
に
つ

い
て
の
彼
ら
の
理
解
で
あ
る
。
戸
田
は
「
ア
メ
リ
カ
で
は
吹
き
替
え
が
常

識
で
あ
る
こ
と
」
を
移
民
の
国
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
こ
こ
数

年
の
あ
い
だ
、
何
人
も
の
日
本
の
首
相
が
辞
職
す
る
は
め
に
な
っ
た
発
言

に
不
気
味
な
ほ
ど
似
通
っ
た
主
張
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
た
し
か
に
適

切
な
説
明
を
行
う
に
は
、
国
際
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
と
政
治
の
場
に
お
け
る
共

通
語
と
し
て
の
英
語
の
進
出
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
世
界
制
覇
と
ア
メ
リ
カ
国

内
で
の
位
置
づ
け
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
よ
る
自
国
市
場
の
独
占
、
さ
ら
に
は

外
国
語
教
育
に
ま
っ
た
く
価
値
を
置
か
な
い
教
育
シ
ス
テ
ム
な
ど
、
権
力

の
複
合
的
な
重
層
決
定
を
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
大
衆
映
画

で
あ
れ
ば
、
い
ま
だ
に
吹
き
替
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

だ
け
で
こ
れ
を
常
識
と
決
め
つ
け
る
の
は
正
し
く
な
い
。
歴
史
的
に
み
る

な
ら
、
現
実
の
ア
メ
リ
カ
の
外
国
映
画
市
場
は
字
幕
を
必
要
と
し
て
き
た

の
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
公
開
さ
れ
た
映
画
で
は
、
む
し
ろ
そ

れ
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

戸
田
の
商
標
と
も
い
う
べ
き
こ
う
し
た
過
激
な
簡
略
化
は
、
日
本
語
に

対
す
る
う
ん
ざ
り
す
る
よ
う
な
満
悦
感
、
日
本
人
観
客
の
持
つ
感
受
性
、

そ
し
て
映
画
翻
訳
者
に
求
め
ら
れ
る
特
殊
な
技
術
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

戸
田
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
観
た
い
と
い
う
日
本
人
独
特
の
本
物
志
向
が
、

ユ
ニ
ー
ク
な
字
幕
国
を
生
み
出
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
は
、
日
本
人
が

一
人
残
ら
ず
字
が
読
め
る
と
い
う
、
世
界
の
な
か
で
も
非
常
に
特
別
な
条

件
が
あ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
い
る
」（
戸
田
一
九
九
四：

一
一
）
と

い
っ
て
の
け
、
岡
枝
も
「
日
本
人
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
対
す
る
志
向
は
と
て

も
強
く
、
字
幕
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
（
中
略
）
こ
の
点
を
考
慮
す
る
な

ら
、
字
幕
は
不
滅
で
あ
り
、
私
た
ち
は
日
本
が
字
幕
文
化
の
国
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
」（
岡
枝
一
九
八
九：

六
）
と
断
言
す
る
。
日
本
に

お
け
る
字
幕
制
作
は
、
被
抑
圧
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
日
本
語
の
理
想
化
と
外
国
の
翻
訳
の
実
践
を
通
じ
て
、
過
大
評
価

コ
モ
ン
・
セ
ン
ス

さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
の
だ
。
共
通
認
識
か
ら
す
る
と
、
吹
き
替
え
は
熱

烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
選
択
す
る
翻
訳
の
方
法
論
で
あ
る
よ
う
に

思
え
る
。（
た
と
え
ばD

anan
1991

を
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本

の
ケ
ー
ス
は
同
様
に
字
幕
制
作
も
文
化
的
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
愛
国
主

義
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本
で
は
、
字
幕
制

作
者
を
抑
圧
す
る
は
ず
の
通
常
の
方
法
論
と
字
幕
に
対
す
る
異
常
な
ま
で

悪態的字幕のために
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の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
物
神
化
の
両
方
が
、
最
終
的
に
同
一
の
効
果
を
持
つ

の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
差
異
の
抹
消
と
翻
訳
行
為
が
暴
露
し
か

ね
な
い
言
語
的
な
不
均
衡
を
歪
曲
す
る
か
、
否
認
す
る
の
で
あ
る
。

水
面
下
の
歴
史

私
た
ち
は
映
画
翻
訳
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
早
急
に
更
新
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
古
い
映
画
テ
ク
ス
ト
に
新
た
な
翻
訳
を
つ
け
る
作
業
に

も
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
課
題
に
関
す
る
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
与
え
る
た
め
に
│
│
あ
る
い
は
字
幕
制
作
を
そ
の
不
明
瞭
な
ポ
ジ

シ
ョ
ン
か
ら
引
き
出
す
た
め
に
│
│
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
歴
史
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
映
画
装
置
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
同
様
、
字
幕
の
歴
史
は

な
い
が
し

こ
れ
ま
で
ず
っ
と
蔑

ろ
に
さ
れ
て
き
た
（
日
本
の
書
き
手
の
場
合
、
逸

話
や
ゴ
シ
ッ
プ
の
種
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
べ
き
か
）。
と
は
い
え
、
字

幕
が
発
明
さ
れ
た
の
が
音
声
の
登
場
の
す
ぐ
後
、
つ
ま
り
世
界
的
に
映
画

か
ら
文
字
テ
ク
ス
ト
が
閉
め
出
さ
れ
た
時
期
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
驚
く

に
は
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。

英
語
を
話
さ
な
い
国
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
際
に
生
じ
た
音
声
上
の
障

害
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
が
行
っ
た
革
新
的
な
試
み
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
歴
史
で
は
、

ス
タ
ー
に
新
た
な
言
語
を
教
え
込
む
と
か
、
内
容
的
に
同
一
の
外
国
語

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
同
じ
セ
ッ
ト
で
別
の
俳
優
に
演
技
さ
せ
る
な
ど
と
い
っ

た
、初
期
の
解
決
策
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
だ（V

incendeau
1988,

A
ndrew

1980,
D
anan

1999,
G
om
ery

1980

）。
だ
が
驚
く
べ
き
こ
と
に
、

字
幕
の
発
明
│
│
最
も
偉
大
な
発
明
で
究
極
の
問
題
解
決
法
│
│
に
つ
い

て
は
、
私
た
ち
の
歴
史
か
ら
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。

言
語
の
壁
を
乗
り
越
え
て
、
翻
訳
者
た
ち
が
こ
の
扱
い
に
く
い
装
置
を
輸

出
し
よ
う
と
多
く
の
戦
略
を
試
み
る
に
つ
れ
、
字
幕
の
先
駆
け
と
な
る
よ

う
な
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
事
例
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
サ
ウ
ン

ド
時
代
へ
の
転
換
期
、
日
本
を
始
め
と
す
る
世
界
の
諸
地
域
で
は
、
プ

ロ
ッ
ト
を
セ
ク
シ
ョ
ン
ご
と
に
説
明
す
る
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
式
の
挿
入
字

幕
を
使
っ
た
代
案
が
典
型
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ト
ー
キ
ー
映
画
の
頑

迷
な
批
判
者
で
あ
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
は
、「
サ
ウ
ン
ド
映

画
の
混
乱
」
と
題
さ
れ
た
一
九
二
九
年
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
こ
う
し

た
初
期
の
翻
訳
の
試
み
に
対
す
る
不
満
を
も
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
私
た
ち
は
す
で
に
言
葉
の
混
乱
の
た
だ
な
か
に
い
る
。
エ
ー

リ
ッ
ヒ
・
ポ
マ
ー
は
次
の
ウ
ー
フ
ァ
作
品
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
言

語
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
に
芸

術
的
な
基
準
の
み
な
ら
ず
、
ベ
ル
リ
ッ
ツ
の
そ
れ
も
参
考
に
し
て
俳

優
た
ち
を
審
査
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
後
略
）。
俳
優
の
な

か
で
言
語
的
な
才
能
に
恵
ま
れ
ぬ
者
は
、
ト
ー
キ
ー
映
画
を
サ
イ
レ

ン
ト
と
し
て
│
│
会
話
の
シ
ー
ン
は
短
縮
さ
れ
、
面
倒
な
挿
入
字
幕

に
よ
っ
て
置
き
か
え
ら
れ
る
（
す
で
に
一
般
的
な
反
感
を
買
い
始
め

て
い
る
方
法
）
│
│
外
国
に
売
り
つ
け
る
か
、
同
じ
作
品
を
二
度
に
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渡
っ
て
│
│
一
本
は
ト
ー
キ
ー
、
も
う
一
本
は
サ
イ
レ
ン
ト
と
し
て

│
│
撮
影
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
の
方
法
も
、
そ
の
作
品

が
大
衆
向
け
の
産
業
的
浪
費
物
で
あ
る
と
き
に
限
り
可
能
と
な
る
の

で
あ
っ
て
、
芸
術
映
画
の
場
合
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

芸
術
と
は
袖
を
取
り
外
す
こ
と
の
で
き
る
シ
ャ
ツ
で
は
な
い
か
ら
だ
。

（A
rnheim

1997:33−34
）

ア
ル
ン
ハ
イ
ム
が
期
待
し
た
の
は
、
こ
の
種
の
不
満
が
観
客
を
ト
ー

キ
ー
か
ら
遠
ざ
け
、
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
へ
と
回
帰
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
点
だ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
翻
訳
者
た
ち
は
新
た
な
方
法
論
を
模

索
し
は
じ
め
て
い
た
。
そ
し
て
幸
運
な
こ
と
に
、
最
初
の
フ
ィ
ル
ム
に
字

幕
を
つ
け
た
（
し
か
も
そ
の
過
程
で
字
幕
制
作
の
ル
ー
ル
と
慣
習
を
作
成

し
た
）
人
々
は
、
彼
ら
の
記
憶
を
印
刷
し
て
残
す
こ
と
に
全
力
を
傾
け
た

の
で
あ
る
。
ハ
ー
マ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
バ
ー
グ
は
字
幕
を
使
用
し
た
世
界
で

最
初
の
翻
訳
者
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
字
幕
の
発
明
者
で
あ
る
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
、
彼
は
四
〇
〇
本
を
越
え
る
フ
ィ
ル

ム
に
字
幕
を
つ
け
、
そ
こ
に
は
シ
チ
リ
ア
語
、
日
本
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

語
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ー
ニ
ー
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ブ
ラ
ジ
ル
語
、
ギ
リ

シ
ャ
語
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
チ
ェ
コ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
そ
し
て

マ

マ

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
語（
！
）の
作
品
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
彼
は
明

ら
か
に
、
元
の
言
語
よ
り
も
翻
訳
の
対
象
と
な
る
言
語
に
関
す
る
知
識
を

信
奉
し
て
い
た
一
人
で
あ
る
（
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
う
い
っ
た
事
態
は

そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
岡
枝
慎
二
は
一
九
八
九
年
に
書
か
れ

た
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
中
で
、
千
本
を
越
え
る
作
品
に
彼
の
名
前
が
ク
レ

ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
そ
こ
に
は
『
市
民
ケ
ー
ン
』（
一
九
四

一
）
や
『
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
』（
一
九
七
七
）
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ

ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
フ
ィ
ル
ム
ま
で
が
含

ま
れ
て
い
る
（
岡
枝
一
九
八
九：

二
二
九
）。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
量

に
対
す
る
熱
っ
ぽ
い
自
慢
話
を
前
に
す
る
と
、
そ
の
質
を
訝
し
く
思
う
向

き
も
あ
る
だ
ろ
う
）。
ウ
ェ
イ
ン
バ
ー
グ
は
実
践
の
法
典
化
へ
と
繋
が
る

よ
う
な
実
験
に
つ
い
て
、
彼
独
自
の
方
法
で
説
明
し
て
い
る
。

取
り
立
て
て
何
も
や
る
こ
と
の
な
い
人
間
が
あ
る
日
、
音
波
と
光
波

を
互
い
に
送
受
信
で
き
る
光
電
管
の
原
理
を
発
見
し
、
そ
れ
が
今
や

映
画
が
喋
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
と
は
い
え
、
私
の
関
わ
る
映
画

が
フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語
を
話
す
よ
う
な
場
合
、
一
体
何
を
す
べ

き
だ
ろ
う
か
。
フ
ル
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
タ
イ
ト
ル
を
入
れ
て
ア
ク

シ
ョ
ン
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
、
観
客
に
向
け
て
次
の
一
〇
分
間
の
場
面

に
つ
い
て
の
短
い
シ
ノ
プ
シ
ス
を
説
明
す
る
と
い
う
の
が
、
第
一
の

回
答
で
あ
る
。
そ
し
て
一
〇
分
後
、
ま
た
新
た
な
タ
イ
ト
ル
が
あ
ら

わ
れ
る
。
こ
の
回
答
は
単
に
ば
か
ば
か
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま

さ
れ
な
い
。
タ
イ
ト
ル
の
あ
い
だ
の
ジ
ョ
ー
ク
を
笑
え
る
く
ら
い
外

国
語
が
理
解
で
き
る
観
客
を
閉
口
さ
せ
る
と
同
時
に
、
ジ
ョ
ー
ク
に

笑
え
な
い
で
そ
こ
に
む
っ
つ
り
と
座
り
込
ん
で
い
る
（
現
状
で
は
大

多
数
を
構
成
し
て
い
る
）
観
客
に
対
し
て
も
、
劇
場
内
に
響
き
渡
る

言
語
学
者
た
ち
の
笑
い
声
に
よ
っ
て
、
二
重
に
不
快
な
思
い
を
さ
せ

悪態的字幕のために
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る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
当
然
、
彼
ら
が
金
返
せ
と
騒
ぎ
立
て
る
前

に
、
何
ら
か
の
改
善
策
が
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
誰

か
が
「
ム
ヴ
ィ
オ
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
機
械
の
存
在
を
発
見
し
た
の
だ
。

（
中
略
）
ム
ヴ
ィ
オ
ラ
に
は
す
べ
て
の
会
話
の
長
さ
が
計
測
で
き
る

カ
ウ
ン
タ
ー
が
つ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
機
械
に
は
す
べ
て
の

場
面
の
長
さ
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
会
話
に
お
い
て
何
を
喋
っ
て

い
る
か
を
計
測
す
る
た
め
の
魔
術
的
光
電
管
も
同
じ
く
装
備
さ
れ
て

い
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
こ

の
計
測
結
果
の
お
か
げ
で
、
よ
う
や
く
私
た
ち
が
一
体
何
を
し
て
い

る
の
か
、
さ
ら
に
は
何
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か

を
見
極
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ふ
ぅ
ー
、
や
れ
や
れ
。

私
は
こ
こ
で
「
私
た
ち
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
私�

自�

身�

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
っ
た
く
誰
一
人
と
し
て
こ
う
し
た
事

態
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
書
き
込
み

を
使
っ
て
前
進
し
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
作
り
上
げ
よ
う
し
て
い
る
の

は
、
私
し
か
い
な
い
か
ら
だ
。
ま
ず
手
始
め
に
私
は
、
二
五
本
か
ら

三
〇
本
く
ら
い
の
一
〇
分
程
度
の
短
篇
に
、
実
に
注
意
深
く
字
幕
を

つ
け
て
み
た
。（
中
略
）
そ
れ
か
ら
私
は
観
客
の
顔
色
を
う
か
が
い
、

彼
ら
が
字
幕
に
対
し
て
ど
う
い
っ
た
反
応
を
示
す
か
を
確
か
め
る
た

め
に
、
作
品
を
上
映
し
て
い
る
映
画
館
に
入
っ
た
。
ス
ク
リ
ー
ン
の

最
下
部
に
あ
る
字
幕
を
読
む
た
め
に
少
々
頭
を
低
く
し
、
そ
れ
を
読

み
終
わ
っ
た
後
、
再
び
頭
を
上
げ
る
か
ど
う
か
（
テ
ニ
ス
の
試
合
を

観
る
と
き
の
よ
う
に
、
左
か
ら
右
へ
と
頭
を
動
か
し
、
そ
れ
を
再
び

元
に
戻
す
動
作
）
が
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
成
果
に
つ

い
て
心
配
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
頭
を
動
か
さ
ず
、
単
純

に
目
だ
け
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
に
、
私
は
気
が
つ
い
た
か
ら
だ
。

こ
の
経
験
に
よ
っ
て
私
は
勇
気
づ
け
ら
れ
、
よ
り
多
く
の
字
幕
を
挿

入
す
る
こ
と
を
考
え
始
め
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
正
当
だ
と
認
め

ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
会
話
も
少
し

ず
つ
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
私
が
こ
の
分
野
に
お
け
る
仕
事
を

終
え
る
頃
に
は
、
一
巻
に
つ
き
一
〇
〇
か
ら
一
五
〇
の
字
幕
を
自
由

に
入
れ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。（
中
略
）
た
だ
繰
り
返
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
十
分
に
正
当
だ
と
考
え
ら
れ
た
会
話
に

限
っ
て
の
話
で
あ
る
。（W

einberg
1985:107−108

）

ハ
リ
ウ
ッ
ド
が
国
際
市
場
を
支
配
し
て
ゆ
く
上
で
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
回

避
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
新
た
な
翻
訳
技
術
の
お
か
げ
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
録
音
さ
れ
た
音
声
と
映
像
と
を
結
び
つ
け
る
こ
の
新

た
な
技
術
が
、
シ
ナ
リ
オ
に
も
と
づ
い
た
新
た
な
実
践
を
理
論
化
し
よ
う

と
す
る
思
慮
深
い
批
評
家
の
手
に
よ
り
、
み
ず
か
ら
の
生
活
の
糧
が
脅
か

さ
れ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
弁
士
か
ら
、
産
業
構
造
批
判
を
身
上
と

す
る
左
翼
批
評
家
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
ま
た
が
る
論
争
を

引
き
起
こ
す
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
本
稿
の
議
論
と
も
っ
と
も
関

連
が
あ
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
批
評
家
で
あ
っ
た
岩
崎
昶
が
、
ト
ー

キ
ー
を
「
非
国
際
的
」
だ
と
論
じ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
が
着
目
す
る

の
は
、
特
に
物
語
映
画
に
お
い
て
、
音
声
に
よ
っ
て
フ
ィ
ル
ム
の
持
つ
国
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民
性
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
っ
た
（
岩
崎
一
九
三
〇：

七

四
〜
七
五
）。
こ
れ
は
彼
の
議
論
の
中
心
で
は
な
い
が
、
製
作
国
の
言
語

／
音
声
の
挿
入
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
文
化
に
対
す
る
思
い
が
け
な
い

認
識
こ
そ
、
ま
さ
し
く
字
幕
制
作
者
が
抑
圧
す
る
特
質
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
最
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
現
在
の
字
幕
と
は
別
の
選

択
肢
も
存
在
し
て
い
た
。
東
京
の
帝
国
劇
場
と
邦
楽
座
で
は
タ
イ
ト
ル
を

ス
ク
リ
ー
ン
の
横
に
投
影
す
る
実
験
が
試
み
ら
れ
た
し
、
大
量
の
ハ
リ

ウ
ッ
ド
映
画
の
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
を
吹
き
替
え
る
た
め
に
日
系
ア
メ
リ

カ
人
が
動
員
さ
れ
た
り
も
し
た
。
ま
た
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
上
に
、
弁
士

が
読
み
上
げ
る
翻
訳
を
直
接
か
ぶ
せ
る
と
い
っ
た
試
み
も
頻
繁
に
行
わ
れ
、

こ
れ
は
説
明
者
と
新
し
い
音
声
技
術
の
あ
い
だ
の
競
争
を
抑
制
す
る
働
き

を
担
っ
た
＊
７
。
さ
ら
に
当
時
の
劇
場
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
翻
訳
の
概

念
を
採
用
し
て
い
た
。
有
名
な
弁
士
で
あ
る
松
井
翠
声
は
、
映
画
全
体
の

プ
ロ
ッ
ト
を
要
約
し
た
だ
け
の
翻
訳
の
使
用
を
禁
じ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
代

表
し
て
い
た
が
、
浅
草
の
そ
の
他
の
映
画
館
で
は
、
弁
士
た
ち
が
一
堂
に

会
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
当
て
ら
れ
た
セ
リ
フ
を
喋
っ
て
い
た
。
ち
な
み

し
ば
ぞ
の

に
松
井
の
所
属
す
る
芝
園
館
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
心
地
よ
い
音
声
が
弁

士
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
の
を
嫌
う
人
た
ち
の
た
め
に
、「
ト
ー
キ
ー
無

説
明
デ
ー
」
な
る
催
し
が
週
に
一
度
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
（
立
花
一
九

三
〇：

一
一
八
〜
一
一
九
）。

だ
が
そ
れ
で
も
標
準
的
な
操
作
手
順
と
な
っ
た
の
は
、
ス
ー
パ
ー
イ
ン

ポ
ー
ズ
さ
れ
た
字
幕
で
あ
っ
た
。
ト
ー
キ
ー
が
公
の
場
に
登
場
し
て
か
ら

一
年
か
二
年
足
ら
ず
の
う
ち
に
、
大
手
の
撮
影
所
は
翻
訳
者
を
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
派
遣
し
、
最
新
の
映
画
に
字
幕
を
つ
け
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
な
か
に
は
清
水
俊
二
や
田
村
幸
彦
と
い
っ
た
人
物
が
含
ま
れ
、
彼
ら

が
日
本
に
お
け
る
最
初
の
映
画
字
幕
の
翻
訳
を
指
揮
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
と
き
の
作
品
は
フ
ォ
ン
・
ス
タ
ン
バ
ー
グ
の
『
モ
ロ
ッ
コ
』（
一
九
三

〇
）
で
、
田
村
は
そ
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

ま
づ
私
が
最
初
に
逢
着
し
た
の
は
、
字
幕
に
出
す
文
字
を
、
縦
書
に

す
る
か
横
書
に
す
る
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
つ
た
。
私
は
こ
の
た
め
に

い
ろ
い
ろ
の
実
験
を
試
み
て
、
文
字
を
縦
書
に
し
た
場
合
に
は
、
十

二
字
詰
一
行
を
読
む
の
に
フ
ィ
ル
ム
三
フ
ィ
ー
ト
半
を
必
要
と
す
る
。

マ
マ

然
る
に
、
こ
れ
を
も
し
横
書
き
に
し
た
際
に
は
、
５
フ
ィ
ー
ト
以
上

な
く
て
は
読
み
切
れ
な
い
こ
と
を
知
つ
た
。
縦
書
に
す
る
以
上
、
字

幕
は
右
端
ま
た
は
左
端
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
き
得
る
限

り
そ
の
位
置
を
一
定
に
す
べ
き
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
実
際
に
当

つ
て
み
る
と
、
位
置
を
一
定
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
の
た
め

に
試
写
を
見
て
、
一
つ
一
つ
の
場
面
を
調
べ
、（
中
略
）
一
巻
に
つ

き
三
十
枚
く
ら
ゐ
を
原
則
と
し
て
選
び
、
な
る
べ
く
話
す
時
間
に
、

読
み
切
れ
る
や
う
に
、
文
章
を
作
つ
て
、
場
面
が
次
へ
移
つ
て
も
、

ま
だ
前
の
言
葉
の
タ
イ
ト
ル
が
残
る
と
い
ふ
醜
態
を
み
せ
な
い
や
う

に
注
意
し
た
。（
田
中
一
九
八
〇：

二
一
七
）

映
画
翻
訳
の
パ
イ
オ
ニ
ア
に
よ
る
こ
う
し
た
説
明
を
読
む
と
、
字
幕
に

関
す
る
慣
習
が
そ
の
発
明
時
期
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が

悪態的字幕のために
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わ
か
る
。
つ
ま
り
字
幕
の
制
作
を
覆
う
ル
ー
ル
や
規
定
が
（
装
置
自
体
に

関
す
る
も
の
は
除
い
て
）、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ス
タ
ジ
オ
シ
ス
テ
ム
期
に
定

め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
字
幕
が
今
あ
る
か
た
ち
に
収
ま
り
、
機
能
し

て
い
る
理
由
を
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
考
え
る

人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
字
幕
制
作
の
装
置
自
体
が
ほ
と
ん
ど

変
化
し
て
い
な
い
一
方
で
、
字
幕
制
作
者
が
行
う
実
践
と
彼
ら
自
身
の
変

化
は
、
そ
の
翻
訳
が
な
さ
れ
た
時
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
コ
ン
テ
ク
ス

ト
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同

様
に
、
あ
ら
ゆ
る
字
幕
の
理
論
化
は
そ
れ
が
行
わ
れ
た
歴
史
的
瞬
間
を
背

景
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ト
リ
ン
に
よ
る
字
幕
分
析

の
弱
点
を
示
す
の
も
こ
の
よ
う
な
視
点
だ
と
い
え
る
。
統
一
的
主
体
の
ポ

ジ
シ
ョ
ン
を
支
持
し
、
対
抗
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
存
在
を
暗
黙
の
う

ち
に
求
め
よ
う
と
す
る
彼
女
の
字
幕
に
対
す
る
理
解
は
、
一
九
七
〇
年
代

の
縫
合
（suture

）
理
論
に
深
く
傾
倒
し
過
ぎ
て
い
る
（
こ
の
理
論
の
歴
史

と
方
法
論
に
つ
い
て
は
、Creed

1988,Silverm
an
1983,R

odow
ick

1988

を
参
照
）。
私
は
字
幕
制
作
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
に
対
す
る
懸
念
を

彼
女
と
共
有
す
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
本
質
的
に
過
ぎ
る
議
論
は
避

け
た
い
し
、
歴
史
の
強
力
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
に
も
と
づ
い
た
理
論
の
方

へ
と
向
か
う
つ
も
り
で
あ
る
。

日
本
語
の
字
幕
制
作
と
そ
の
歴
史
的
な
発
展
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
田

村
の
記
述
を
も
う
少
し
深
く
検
討
し
て
み
る
と
、
戦
前
と
現
在
の
字
幕
制

作
に
関
す
る
慣
習
の
あ
い
だ
に
、
重
要
な
差
異
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

不
幸
な
こ
と
に
、
戦
前
に
公
開
さ
れ
た
外
国
映
画
の
多
く
が
、
一
九
七
〇

年
代
の
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
の
火
災
に
よ
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
（
清
水

俊
二
に
よ
る
と
、
東
京
の
あ
る
映
画
会
社
が
田
村
版
『
モ
ロ
ッ
コ
』
の
三

五
ミ
リ
プ
リ
ン
ト
を
所
有
し
て
い
る
ら
し
い
）。
戦
前
の
外
国
映
画
の
プ

リ
ン
ト
は
非
常
に
数
が
少
な
い
状
態
に
あ
り
、
現
存
し
て
い
る
と
し
て
も

鑑
賞
す
る
の
が
実
に
困
難
な
状
態
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
を
回

避
す
る
方
法
も
存
在
し
て
い
る
。

フ
ィ
ル
ム
を
日
本
に
輸
入
す
る
場
合
、
内
務
省
か
ら
検
閲
台
本
の
提
出

が
求
め
ら
れ
た
＊
８
。
通
常
、
検
閲
台
本
に
は
す
べ
て
の
発
言
の
完
全
な

翻
訳
と
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
音
響
効
果
に
つ
い
て
の
記
述
が
含
ま
れ
、
さ
ら

に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
映
画
字
幕
の
リ
ス
ト
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。
検
閲

台
本
は
三
部
の
み
作
ら
れ
、
内
務
省
の
判
が
押
さ
れ
た
公
式
文
書
、
ス
タ

ジ
オ
で
使
用
す
る
撮
影
台
本
、
省
庁
で
の
保
管
用
に
そ
れ
ぞ
れ
割
り
振
ら

れ
た
（
一
九
三
九
年
の
映
画
法
の
成
立
に
と
も
な
い
、
内
務
省
情
報
局
用

と
文
部
省
用
の
二
部
が
追
加
さ
れ
た
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
貴

重
な
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
か
ら
、
ほ
ん
の
一
部
し
か
現
存
し
て
い
な
い
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

清
水
俊
二
は
最
近
、『
モ
ロ
ッ
コ
』
の
検
閲
台
本
を
手
に
入
れ
た
。
予

想
さ
れ
る
と
お
り
、
彼
の
分
析
は
表
面
的
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
日
本

の
字
幕
制
作
に
つ
い
て
の
本
当
の
歴
史
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
有
益

な
出
発
点
を
与
え
て
く
れ
る
。
清
水
は
田
村
版
『
モ
ロ
ッ
コ
』
に
二
九
七

個
の
字
幕
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
元
々
、
田
村
版
に
は
二
三
四
個
の
字

幕
し
か
つ
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
試
写
を
観
た
田
村
が
、
さ
ら
に
六
三
個

の
字
幕
が
必
要
だ
と
感
じ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
＊
９
。
清
水
は
自
分
の
本
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の
至
る
と
こ
ろ
で
、
戦
前
の
字
幕
制
作
者
が
現
在
の
お
よ
そ
半
分
か
ら
三

分
の
一
く
ら
い
の
字
幕
し
か
使
っ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
て
お
り
、
検
閲

台
本
を
手
に
し
な
が
ら
、
そ
の
差
異
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
。
ま
ず
彼
は

シ
ナ
リ
オ
を
現
在
の
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
し
、
四
九
二
と
い
う

字
幕
数
を
計
算
に
よ
っ
て
は
じ
き
出
す
。
そ
れ
か
ら
菊
池
浩
司
が
字
幕
を

つ
け
た
戦
後
版
を
調
べ
、
四
九
一
と
い
う
数
字
を
得
る
。
最
後
に
菊
池
と

田
村
に
よ
る
実
際
の
翻
訳
を
比
較
し
、
い
く
つ
か
の
旧
字
体
、
過
度
に
長

い
字
幕
、
そ
し
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
歌
を
訳
さ
な
か
っ
た
田
村
の
選
択

を
除
け
ば
、
二
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
大
き
な
差
異
は
な
か
っ
た
と
結
論

づ
け
る
の
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
む
し
ろ
衝
撃
的
な
結
論
だ
と
考
え
る
。
実
際
に
翻
訳
さ
れ

た
言
葉
を
し
ば
ら
く
脇
へ
お
い
た
と
し
て
も
、
二
九
七
と
四
九
二
と
い
う

数
字
の
差
は
、
私
た
ち
が
ま
っ
た
く
違
う
二
つ
の
翻
訳
概
念
に
携
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
強
烈
に
思
い
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
清
水
は
間
違
っ
た
問
題
を

追
求
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
個
々
の
タ
イ
ト
ル
の
言
葉
づ
か
い
に
思
い
を
馳

せ
る
よ
り
も
、「
も
し
田
村
が
発
話
の
た
っ
た
半
分
し
か
字
幕
と
し
て
採

用
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
が
翻
訳
し
た
も
の
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」、

あ
る
い
は
「
一
体
何
が
翻
訳
の
対
象
だ
っ
た
の
か
」
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
清
水
千
代
太
に
よ
っ
て
字
幕
が
つ
け
ら
れ
た
、
キ
ン
グ
・
ヴ
ィ

ダ
ー
の
『
チ
ャ
ン
プ
』（
一
九
三
一
）
の
検
閲
台
本
を
見
つ
け
出
し
た
＊
１０
。

清
水
俊
二
の
文
章
と
同
じ
く
、
や
は
り
映
画
中
の
発
言
の
ほ
ぼ
半
分
が
訳

出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
八
六
九
個
あ
る
セ
リ
フ
の
う
ち
の
三
二
八
個
に
字
幕

が
与
え
ら
れ
て
い
た
＊
１１
。
詳
し
く
調
べ
て
み
て
ま
ず
気
づ
い
た
の
は
、

翻
訳
に
よ
り
、
フ
ィ
ル
ム
が
物
語
上
の
運
動
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
切
り
詰

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
要
す
る
に
、
翻
訳
者
に
よ
っ
て
重

要
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
た
登
場
人
物
た
ち
は
、
彼
ら
の
セ
リ
フ
が
訳
さ

れ
な
い
た
め
、
事
実
上
（
あ
る
い
は
完
全
に
）
フ
ィ
ル
ム
か
ら
閉
め
出
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
ク
ー
ガ
ン
の

腹
違
い
の
姉
の
セ
リ
フ
は
ほ
と
ん
ど
訳
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
彼
女
に
関

す
る
言
及
も
す
べ
て
無
視
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
関
係
が
は
っ
き
り
と
示

さ
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
字
幕
版
の
観
客
に
と
っ
て
彼
女
は
、
た
ま

に
画
面
上
に
顔
を
み
せ
て
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
い
っ
た
後
、
姿

を
消
し
て
し
ま
う
か
わ
い
い
女
の
子
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
字
幕
を
経

由
し
た
彼
女
の
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
排
除
は
、
テ
ク
ス
ト
と
読
者＝

観
客
の

あ�

い�

だ�

に
置
か
れ
た
家
父
長
的
な
読
み
を
も
っ
て
、
こ
の
作
品
を
特
徴
づ

け
る
こ
と
に
な
る
。

テ
マ
テ
ィ
ッ
ク

こ
う
し
た
取
捨
選
択
の
た
め
の
も
う
一
つ
の
判
断
基
準
は
、
主
題
的
な

も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。『
チ
ャ
ン
プ
』
は
大
恐
慌
が
も
た
ら
し
た
社

会
へ
の
影
響
に
対
す
る
、
い
ち
は
や
い
反
応
と
し
て
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

映
画
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
は
、
金
持
ち
の
男
と
結
婚
す
る
た
め
に
貧
乏

な
夫
（
ボ
ク
サ
ー
）
と
離
婚
し
た
一
人
の
女
を
中
心
に
行
わ
れ
て
お
り
、

彼
女
は
息
子
を
「
貧
し
い
環
境
」
か
ら
救
い
出
す
た
め
に
、
チ
ャ
ン
プ
の

も
と
か
ら
引
き
離
そ
う
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
清
水
の
翻
訳
は
、
こ
の

映
画
に
お
け
る
階
級
言
説
に
関
す
る
言
及
を
極
力
避
け
よ
う
と
す
る
。
事

実
、
字
幕
と
し
て
残
さ
れ
た
の
は
、
チ
ャ
ン
プ
の
安
宿
じ
み
た
ア
パ
ー
ト

悪態的字幕のために

177



と
母
親
の
豪
華
な
ホ
テ
ル
と
の
差
異
の
よ
う
な
、
観
客
が
見
落
と
す
こ
と

の
で
き
な
い
階
級
の
視
覚
的
表
現
を
呈
示
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
話
し
言
葉
に
見
ら
れ
る
階
級
差
│
│
語
尾
の

変
化
、
語
彙
、
文
法
な
ど
│
│
も
、
字
幕
の
ス
タ
イ
ル
に
は
ほ
と
ん
ど
反

映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
取
捨
選
択
に
も
と
づ
く
翻

訳
が
与
え
た
影
響
を
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
映
画
理
論
雑
誌
の
一
つ
で

あ
る
『
Ｓ
Ｔ
Ｓ
』
が
組
ん
だ
、
小
津
の
『
出
来
ご
こ
ろ
』（
一
九
三
三
）
特

集
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
公
開
当
時
、
父
と
息
子
の
強
い
絆
に
重
き

を
置
い
た
『
出
来
ご
こ
ろ
』
は
、
そ
の
物
語
ゆ
え
し
ば
し
ば
『
チ
ャ
ン
プ
』

と
比
較
さ
れ
、
ま
た
小
津
も
明
ら
か
に
ヴ
ィ
ダ
ー
の
作
品
を
参
照
し
な
が

ら
脚
本
を
書
い
た
。
村
治
夫
は
『
Ｓ
Ｔ
Ｓ
』
所
載
の
論
文
に
お
い
て
、

ト
ー
キ
ー
と
サ
イ
レ
ン
ト
の
映
画
脚
本
の
違
い
を
検
討
す
る
た
め
に
、
こ

の
二
本
の
フ
ィ
ル
ム
台
本
の
比
較
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ
の
結
論
と

し
て
彼
は
、「
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
の
限
り
に
於
て
は
、〔
フ
ラ
ン
シ

ス
・
〕
メ
リ
オ
ン
の
物
堅
い
テ
キ
ス
ト
的
シ
ナ
リ
オ
作
法
と
ヴ
ィ
ダ
ア
の

衒
は
な
い
が
つ
ち
り
し
た
監
督
手
法
と
で
、
本
能
的
な
父
子
の
情
愛
を
刻

明
に
見
せ
て
は
く
れ
る
の
だ
が
、
然
し
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
下
層
小
市

民
の
住
む
世
界
が
少
し
も
描
か
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
」（
村
一
九
三
三：

二
五
）
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
翻
訳
者
が
話
し
言
葉
を
何
よ
り
も
ま

ず
物
語
を
推
進
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
適

切
な
も
の
と
し
て
何
を
残
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
の
多
く
が
、
非
常
に
重

大
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
含
意
に
み
ち
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
提
起
さ
れ
る
。

と
な
る
と
、
依
然
と
し
て
も
っ
と
も
不
明
瞭
な
ま
ま
な
の
が
、
も
っ
と
も

重
要
な
判
断
基
準
で
あ
る
。

『
チ
ャ
ン
プ
』
に
は
翻
訳
者
の
興
味
を
そ
そ
る
で
あ
ろ
う
メ
ロ
ド
ラ
マ

的
過
剰
（excess

）
が
（
少
な
く
と
も
）
三
度
あ
る
。「
過
剰
」
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
私
が
意
味
す
る
の
は
、
感
情
的
苦
痛
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
に

ミ
ザ
ン
・
セ
ー
ヌ

誇
張
的
に
用
い
ら
れ
る
演

出
、
サ
ウ
ン
ド
、
演
技
、
脚
本
な
ど
の
要
素

の
こ
と
で
あ
る
。
作
品
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
過
剰
に
つ
い
て
も
説
明
し
て

お
こ
う
。
ま
ず
は
ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
ク
ー
ガ
ン
の
馬
が
勝
利
を
目
前
に
し
て

躓
い
て
し
ま
う
競
馬
の
場
面
、
そ
れ
か
ら
ウ
ォ
レ
ス
・
ビ
ア
リ
ー
が

ジ
ャ
ッ
キ
ー
を
拒
絶
し
、
母
親
の
と
こ
ろ
へ
行
け
と
さ
と
す
留
置
場
の
場

面
、
そ
し
て
結
末
に
置
か
れ
た
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
の
場
面
で
あ
る
。
清

水
の
翻
訳
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
準
備
す
る
が
│
│
そ
の
ま
ま
あ
っ
さ
り

と
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
競
馬
に
よ
る
物
語
的
な
緊
張
は
、
主
と

し
て
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
叫
び
声
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ク
ー
ガ
ン
の
逆
転
的
な
一
位
へ
の
入
札
を
説
明
し
な
け
れ
ば
、
ど
の
馬
が

何
位
に
い
る
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
清
水
版

に
こ
う
し
た
情
報
を
与
え
る
字
幕
は
、
一
つ
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
胸
を
張
り
裂
く
よ
う
な
留
置
場
の
場
面
│
│
間
違
い
な
く
こ
の
映
画

で
も
っ
と
も
心
に
残
る
見
せ
場
だ
ろ
う
│
│
は
、
チ
ャ
ン
プ
と
彼
の
ト

レ
ー
ナ
ー
で
あ
る
ス
ポ
ン
ジ
の
静
か
な
会
話
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
段
階
で

は
九
個
あ
る
セ
リ
フ
の
う
ち
、
二
個
を
除
く
す
べ
て
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る

（
そ
れ
ら
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
容
易
に
想
像
が
つ
く
も
の
ば
か
り

で
あ
る
）。
そ
の
後
チ
ャ
ン
プ
の
息
子
で
あ
る
デ
ィ
ン
ク
が
到
着
す
る
と
、

徐
々
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
強
度
が
増
加
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
対
照
的
に
字
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幕
の
数
は
急
激
な
勢
い
で
減
少
し
て
ゆ
く
。
こ
の
時
点
か
ら
父
親
の
激
し

い
拒
絶
に
あ
っ
て
打
ち
ひ
し
が
れ
た
デ
ィ
ン
ク
が
留
置
場
を
後
に
す
る
ま

で
に
発
せ
ら
れ
る
二
四
個
の
セ
リ
フ
の
う
ち
、
翻
訳
さ
れ
る
の
は
た
っ
た

九
個（
！
）だ
け
な
の
だ
。
こ
の
場
面
の
終
わ
り
近
く
、
互
い
の
叫
び
声
が

響
き
渡
り
、
鉄
格
子
越
し
に
チ
ャ
ン
プ
が
息
子
を
暴
力
的
に
は
ね
つ
け
る

と
こ
ろ
で
、
字
幕
は
終
了
す
る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
発
話
に

│
│
ご
く
自
然
に
見
え
る
よ
う
な
方
法
で
│
│
意
味
を
割
り
当
て
よ
う
と
す

る
今
日
の
堕
落
的
字
幕
制
作
者
が
、
も
っ
と
も
大
切
に
し
て
い
る
ル
ー
ル

を
打
ち
壊
す
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
翻
訳
の
あ
り
方
は
私
た
ち
を
本
来
の
問
い
へ
と
立
ち
戻
ら

せ
る
。
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
セ
リ
フ
の
意
味
が
答
え
で
は
な
い
と
し
た

ら
、
一
体
何
が
翻
訳
の
対
象
だ
っ
た
の
か
」
と
。
清
水
は
表
現
に
貢
献
す

る
で
あ
ろ
う
言
語
学
的
な
側
面
を
無
視
し
つ
つ
も
、
言
葉
の
背
後
に
あ
る

物
語
の
意
味
を
単
純
に
訳
し
て
い
る
。
概
し
て
彼
は
セ
リ
フ
を
必
要
最
低

限
に
ま
で
、
つ
ま
り
プ
ロ
ッ
ト
を
進
行
さ
せ
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
基
本

的
な
機
能
（
む
ろ
ん
彼
が
解
釈
す
る
限
り
に
お
い
て
だ
が
）
に
ま
で
そ
ぎ

落
と
す
と
い
う
翻
訳
の
戦
略
を
用
い
て
い
る
。
が
、
そ
の
一
方
で
、
発
話

行
為
に
よ
っ
て
映
画
の
持
つ
感
情
的
な
衝
撃
の
総
体
が
表
現
さ
れ
る
よ
う

な
場
合
、
彼�

は�

ま�

っ�

た�

く�

翻�

訳�

を�

行�

お�

う�

と�

し�

な�

い�

の�

だ�

。
こ
う
し
た
判

断
が
暗
に
意
味
す
る
の
は
、
声
に
よ
っ
て
分
節
さ
れ
る
意
味
内
容
よ
り
も
、

声
の
肌
理
自
体
の
方
が
重
要
視
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
定
で
あ

る
。『

チ
ャ
ン
プ
』
は
そ
れ
だ
け
が
孤
立
し
た
希
有
な
例
で
は
な
い
。
実
際
、

戦
前
の
字
幕
制
作
の
実
践
に
関
す
る
考
察
を
行
う
他
の
報
告
も
、
言
語
の

物
質
性
を
重
要
視
す
る
翻
訳
戦
略
の
実
例
と
な
る
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
上
の
駆
け
引
き
を
提
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
Ｍ
』

（
一
九
三
一
）
の
中
に
、
一
人
の
少
年
が
新
聞
を
売
り
歩
く
場
面
が
あ
る
。

カ
メ
ラ
が
少
年
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
上
の
彼
の
声
が

だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
る
。
す
る
と
、
少
年
の
声
を
翻
訳
す
る
日
本
語
版

字
幕
も
、
増
大
す
る
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
を
表
現
す
る
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
上
の
効

果
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
徐
々
に
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
＊
１２
。

加
え
て
、
日
本
の
字
幕
制
作
者
た
ち
は
撮
影
監
督
に
よ
る
画
面
構
成
に
応

じ
て
、
彼
ら
の
字
幕
を
場
面
の
中
の
異
な
っ
た
位
置
に
配
置
す
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
言
葉
の
位
置
が
演

出
や
運
動
性
を
よ
り
引
き
立
た
せ
る
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
同
様
に

そ
れ
が
物
語
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
も
存
在
す
る
。
批
評

家
・
淀
川
長
治
に
よ
れ
ば
、
う
っ
と
り
と
す
る
よ
う
な
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画

の
ラ
ヴ
・
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
二
人
の
恋
人
の
あ
い
だ
に
字
幕
が
現
れ
る

よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
（
戸
田
一
九
九
四：

二
六
〜
二
七
）。
な

る
ほ
ど
！

ト
ー
キ
ー
期
に
お
け
る
翻
訳
の
概
念
は
、
解
釈
学
的
な
意
味
の
探
求
な

い
し
は
伝
達
と
、
言
語
の
物
質
的
価
値
の
奇
妙
な
前
景
化
（
こ
れ
と
同
じ

理
由
か
ら
訳
出
し
な
い
と
い
う
選
択
も
な
さ
れ
た
）
と
い
う
二
つ
の
極
の

あ
い
だ
を
行
き
来
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
非
決
定
性
を
読
み
解
く
鍵
は
、

や
は
り
そ
の
歴
史
的
瞬
間
に
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
私
た
ち
は
、
田
村
が

『
モ
ロ
ッ
コ
』
の
字
幕
制
作
に
つ
い
て
記
し
た
文
章
│
│
こ
れ
は
フ
ィ
ル

悪態的字幕のために
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ム
の
一
般
公
開
の
一
〇
日
前
に
出
版
さ
れ
た
│
│
か
ら
、
そ
の
答
え
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
餘
り
少
く
て
は
、
今
度
は
意
味
が
通
じ
な

い
惧
れ
が
あ
る
。
少
く
と
も
サ
イ
レ
ン
ト
映
畫
の
字
幕
と
同
じ
位
の
數
は

必
要
だ
と
思
ふ
。
西
班
牙
語
や
和
蘭
語
の
作
品
を
見
る
と
、
隨
分
多
量
に

入
れ
て
あ
つ
て
一
本
の
寫
眞
に
四
百
以
上
の
字
幕
を
使
用
し
て
居
る
が
、

日
本
の
觀
客
は
映
畫
に
對
す
る
感
じ
が
鋭
敏
だ
か
ら
、
一
卷
に
つ
き
三
十

以
上
は
不
必
要
だ
と
信
じ
〔
た
〕」（
田
村
一
九
三
一：

五
七
）。
こ
れ
は

サ
イ
レ
ン
ト
時
代
の
映
画
の
概
念
に
も
と
づ
く
翻
訳
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と

い
え
る
。『
チ
ャ
ン
プ
』
の
留
置
場
シ
ー
ン
に
お
け
る
字
幕
で
は
、
ま
ず

父
と
子
の
対
立
が
前
提
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
ト
ー
キ
ー
の
物
語
様
式
に
対

応
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
終
局
を
迎
え
る
た
め

に
、
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
へ
と
後
戻
り
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
説
明
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ネ
マ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
特
殊
性
と
歴
史
的
瞬
間
を

十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
サ
イ
レ
ン
ト
期
へ
と
立
ち
戻
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
と
、
弁
士
こ
そ
が
ト
ー
キ
ー
前
史
に
お
け

る
吹
き
替
え
の
最
初
の
形
態
だ
っ
た
と
主
唱
す
る
人
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
横
に
立
つ
説
明
者
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
起
こ
る
ア

ク
シ
ョ
ン
を
言
葉
で
説
明
す
る
と
と
も
に
す
べ
て
の
俳
優
に
声
を
与
え
る

こ
と
で
、
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
に
挿
入
さ
れ
る
字
幕
の
翻
訳
の
必
要
性
を
排

除
し
て
き
た
。
ア
ー
ロ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
が
行
っ
た
弁
士
と
い
う
形
態
に
関

す
る
重
要
な
言
説
に
関
す
る
調
査
は
、
純
映
画
劇
運
動
の
改
革
者
た
ち
が
、

弁
士
の
役
割
を
変
更
し
、
標
準
的
な
挿
入
字
幕
の
使
い
方
を
修
正
す
る
こ

と
に
よ
り
、
日
本
映
画
を
近
代
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
く
れ
る
（G

erow
1996:33

）。
改
革
者
た
ち
は
、
弁
士
は
日
常
的

エ
ロ
キ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

な
話
し
言
葉
を
生
か
す
た
め
に
美
辞
麗
句
に
み
ち
た
発
声
法
を
避
け
る

べ
き
で
あ
り
、
ま
た
弁
士
が
独
自
の
物
語
を
組
み
立
て
る
の
で
は
な
く
、

映
画
監
督
の
示
し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
忠
実
に
守
る
べ
き
だ
と
感
じ
て
い
た
。

イ
ン
ヴ
ィ
ジ
ブ
ル

い
い
か
え
れ
ば
、
弁
士
が
不
可
視
的
な
存
在
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
後

年
の
堕
落
的
字
幕
制
作
者
と
同
じ
よ
う
な
存
在
に
な
る
こ
と
を
、
彼
ら
は

望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
弁
士
は
多
大
な
影
響
力

を
持
っ
た
人
気
者
と
な
り
、
日
本
の
ト
ー
キ
ー
期
特
有
の
字
幕
を
生
み
出

す
た
め
の
素
地
を
固
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
私
た
ち

は
純
映
画
劇
運
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
言
説
的
な
緊
張
状
態
の
結
果

と
し
て
、
二
種
類
の
前
│
字
幕
的
な
弁�

士�

の�

翻
訳
様
式
│
│
意
訳
vs.
逐
語

訳
│
│
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
同
じ
改
革
者
た
ち
が
、

映
画
が
本
質
的
に
は
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
同
時

に
挿
入
字
幕
の
排
斥
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
九
三

〇
年
代
に
お
い
て
、
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
字
幕
し
か
使
わ
れ
な

か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
の
に
も
役
立
つ
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し

た
要
素
が
、
日
本
最
初
の
字
幕
に
の
し
か
か
る
権
力
の
重
層
決
定
へ
と
繋

が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
に
な
る
と
、
物
語
上
の
意
味
作
用
を
強
調

す
る
戦
後
字
幕
へ
の
方
向
転
換
が
、
あ
る
程
度
予
測
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

「
ス
ー
パ
ー
・
イ
ム
ポ
ー
ズ
に
お
け
る
日
本
語
の
貧
困
」
と
題
さ
れ
た
一
九

三
九
年
の
論
考
に
お
い
て
、
太
田
龍
男
は
同
時
代
の
字
幕
を
批
判
し
つ
つ
、

180



映
画
翻
訳
の
た
め
の
新
し
い
日
本
語
に
取
り
組
む
よ
う
翻
訳
者
た
ち
に
呼

び
か
け
て
い
る
。
彼
は
翻
訳
理
論
史
を
通
じ
て
流
通
し
て
い
た
あ
る
戦
略

に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
、
比
喩
を
用
い
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

理
解
と
い
ふ
や
う
な
、
知
的
の
も
の
で
な
く
、
氣
も
ち
の
上
で
も
ピ

ツ
タ
リ
く
る
、
同
じ
空
氣
の
中
の
も
の
と
し
て
、
外
國
映
畫
を
日
本

の
大
衆
の
心
の
内
へ
、
し
み
と
ほ
ら
せ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。（
中
略
）
か
く
し
て
、
ス
ー
パ
ー
・
イ
ム
ポ
ー
ズ
は
、
外

國
語
か
ら
つ
か
は
さ
れ
た
使
者
た
る
こ
と
を
や
め
て
、
日
本
語
か
ら

の
出
迎
へ
の
使
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ひ
か

へ
れ
ば
、
外
國
語
の
飜
譯
で
は
な
く
て
、
外
國
語
の
表
現
に
し
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
を
日
本
語
で
語
り
出
す
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
太
田
一
九
三
九：

五
一
）

こ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
太
田
は
外
国
語
か
ら
の
直
訳
の
廃
止
を

訴
え
、
映
画
翻
訳
の
た
め
の
特
別
で
新
し
い
日
本
語
の
あ
り
方
を
提
唱
す

る
。
字
幕
制
作
者
は
大
学
の
文
学
部
か
ら
借
り
だ
さ
れ
た
専
門
家
の
助
言

に
頼
る
こ
と
を
止
め
、
大
衆
の
魂
に
直
接
語
り
か
け
る
よ
う
な
字
幕
を
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
字
幕
制
作
者
は
漢
字
の
持
つ
限
界
を
認
識
し
、

そ
の
使
用
を
大
衆
に
あ
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
│
│
彼
の
判
断
に
よ
れ
ば
小
学
校

卒
業
程
度
か
そ
れ
以
下
│
│
に
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
字
幕
制
作

者
は
弁
士
の
よ
う
な
存
在
、
す
な
わ
ち
観
客
に
向
か
っ
て
そ
の
も
っ
と
も

深
遠
な
意
味
を
直
接
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
、
フ
ィ
ル
ム
の

構
造
を
熟
知
し
た
存
在
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
こ
で
の
弁
士
の

概
念
は
純
映
画
劇
運
動
の
改
革
者
た
ち
と
一
致
し
て
い
る
）。
そ
し
て
何

よ
り
も
、
彼
ら
の
作
る
字
幕
は
外
国
語
の
直
訳
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
日

本
人
の
魂
と
完
全
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
努
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

と
り
わ
け
最
後
の
主
張
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
こ
そ
が
、
字

幕
の
方
向
転
換
と
そ
の
歴
史
的
瞬
間
を
も
っ
と
も
明
白
に
あ
ら
わ
す
も
の

で
あ
る
か
ら
だ
。
太
田
は
外
国
的
な
る
も
の
を
完
全
に
支
配
す
る
字
幕
制

作
を
追
い
求
め
て
い
る
。
ロ
ー
マ
詩
人
た
ち
の
ギ
リ
シ
ャ
文
学
に
対
す
る

関
係
、
あ
る
い
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
翻
訳
者
た
ち
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
や
ギ

ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

リ
シ
ャ
語
訳
聖
書
に
対
す
る
関
係
と
同
様
、
彼
は
盗

用
の
過
程
を
通

じ
て
自
身
の
言
語
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
だ
。
こ
の
種
の

翻
訳
の
前
提
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
聖
ジ
ェ
ロ
ー
ム
（
ヒ
エ
ロ
ニ
ム

ス
）
が
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
し
た
言
明
を
打
ち
出
し
て
い
る
。「﹇
翻
訳

者
﹈
は
眠
気
を
誘
う
よ
う
な
文
字
に
関
心
を
払
お
う
と
は
し
な
か
っ
た

（
中
略
）
け
れ
ど
も
勝
利
の
証
と
し
て
、
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
意
味
を

自
分
た
ち
の
言
語
の
中
に
組
み
入
れ
た
」（Jerom

e
395:

24−25

）。
翻
訳

と
い
う
問
題
は
自
己
と
他
者
と
い
う
関
係
性
の
核
心
を
突
く
も
の
だ
と
い

え
る
。
日
本
が
中
国
大
陸
の
奥
深
く
ま
で
進
出
し
、
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化

を
も
く
ろ
ん
で
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
太
田
の
文
章
は
、
差
異
を
抹
消
し
、

完
全
に
調
和
し
た
読
者
層
の
中
に
外
国
的
な
る
も
の
の
意
味
を
組
み
込
む

こ
と
の
で
き
る
字
幕
に
対
す
る
、
全
体
主
義
的
な
願
望
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
日
本
の
地
政
学
的
野
心
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
翻

悪態的字幕のために

181



訳
理
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
意
味
を
重
視
す
る
太
田
の
構
想
は
、
戦
後

に
お
け
る
堕
落
の
コ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
画
面
の
端
に
身
を
潜
め
、
サ
ウ
ン

ド
ト
ラ
ッ
ク
上
の
す
べ
て
の
発
言
を
控
え
め
に
訳
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

み
ず
か
ら
の
存
在
を
曖
昧
に
し
、
そ
の
暴
力
性
を
ぬ
ぐ
い
去
ろ
う
と
す
る

翻
訳
ス
タ
イ
ル
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

太
田
は
新
し
い
表
現
と
言
語
を
希
求
す
る
一
方
で
、
タ
イ
ト
ル
の
数
や

位
置
の
決
め
方
と
い
っ
た
戦
前
の
慣
習
を
擁
護
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
地
球
の
裏
側
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
別
の
事
例
は
、
翻
訳
の
実
践
を
司

る
ル
ー
ル
が
流
動
的
な
も
の
と
な
っ
た
特
定
の
歴
史
的
瞬
間
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
慣
習
そ
の
も
の
が
容
易
に
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教

え
て
く
れ
る
。
ジ
ャ
ン
・
ユ
シ
ュ
タ
ー
シ
ュ
の
『
マ
マ
と
娼
婦
』（
一
九
七

三
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
の
結
果
と
し
て
作
ら
れ

た
ポ
ス
ト
六
八
年
の
中
心
的
作
品
で
あ
る
。
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
と

い
う
映
画
運
動
は
、
映
画
的
慣
習
の
破
壊
と
映
画
の
み
が
実
行
可
能
な
事

柄
の
両
方
に
重
点
を
置
く
、
本
質
的
に
悪
態
的
な
映
画
作
り
を
信
条
と
し

て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
ユ
シ
ュ
タ
ー
シ
ュ
の
〔
英
語
版
の
〕
翻
訳
者
は
、
こ

う
し
た
映
画
史
の
特
定
の
瞬
間
に
お
い
て
の
み
有
効
な
あ
る
種
の
実
験
を

も
っ
て
、
字
幕
の
持
つ
暴
力
性
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
才
気
あ
ふ
れ
る
フ
ィ
ル
ム
で
は
、
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
「
翻�

訳�

不�

可�

能�

な�

フ�

ラ�

ン�

ス�

語�

の�

洒�

落�

（U
ntranslatable

F
rench

P
un

）」
と
い
う
但

し
書
き
が
た
び
た
び
登
場
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
字
幕
の
持
つ
透
明
性
に
水

が
差
さ
れ
る
格
好
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
字
幕
制
作
の
柔
軟
性

と
い
う
、
そ
の
当
時
の
映
画
的
実
践
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題

に
説
得
力
の
あ
る
実
例
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
字
幕
の
概
念
自

体
、
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
の
映
画
作
家
た
ち
が
映
画
的
慣
習
の
す
べ

て
に
体
系
的
な
攻
撃
を
し
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
可
能
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
テ
ク
ス
ト
の
結
び
目
を
用
い
た
不
可
能
性
の

実
験
に
与
え
ら
れ
た
自
由
は
、
翻
訳
不
可
能
な
フ
ラ
ン
ス
語
の
洒
落
を
翻

訳
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
は
ず
だ
。
私
た
ち
は
不
可
能

性
を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
抱
き
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

翻
訳
不
可
能
性
の
瞬
間
│
│
字
幕
制
作
者
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
不
変
的

な
も
の
だ
ろ
う
│
│
と
は
、
む
し
ろ
称�

賛�

す�

べ�

き�

瞬
間
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
れ
は
特
権
的
に
外
国
と
遭
遇
す
る
こ
と
の
で
き
る
瞬
間
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
翻
訳
者
に
と
っ
て
も
彼
ら
の
最
高
の
技
術
を
次
々
に
投
入
で
き

る
機
会
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、
悪
態
的
な
る
も
の
を
切

に
求
め
る
瞬
間
で
あ
る
の
だ
。

悪
態
的
転
回

字
幕
に
お
い
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
的
、
空
間
的
限
界
を
明

ら
か
に
す
る
よ
う
な
可
能
性
に
み
ち
た
新
た
な
字
幕
制
作
の
実
践
が
存
在

す
る
。
こ
の
実
践
は
完
全
性
を
装
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
厳
格
な
規
則
に

よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
現
前
性
を
隠
す
よ
う
な
こ
と
も
な
い
。
私
た
ち
は
自

身
が
身
を
置
く
歴
史
的
瞬
間
を
再
認
識
し
、
今
日
の
感
受
性
と
（
堕
落
的

で
は
な
く
）
悪
態
的
な
暴
力
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
字
幕
制
作
に
取
り
組
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ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

悪
態
的
字
幕
の
性
格
を
描
き
出
す
と
と
も
に
、
こ
の
新
た
な
字
幕
制
作

が
そ
れ
自
身
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
ど
れ
ほ
ど
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
私
は
サ
ウ
ン
ド
映
画
の
歴
史
を
三
つ

の
時
期
│
│
そ
の
う
ち
の
最
後
は
今
ま
さ
に
出
現
し
つ
つ
あ
る
│
│
に
区
分

し
た
い
。
翻
訳
に
関
す
る
言
説
史
は
、
ド
ラ
イ
デ
ン
か
ら
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、

さ
ら
に
は
ゲ
ー
テ
か
ら
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
へ
と
い
た
る
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

翻
訳
様
式
を
記
述
す
る
た
め
の
三
つ
の
公
式
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

私
が
提
唱
す
る
時
代
区
分
は
、
映
画
が
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
て
き
た
歴
史

的
な
局
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
ら
は
そ
の
よ

う
な
通
時
的
構
造
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
す
べ
て
が
同
時

に
出
現
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
悪
態
的
字
幕
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ

て
、
こ
の
種
の
共
時
性
が
孕
む
可
能
性
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
大
ま
か
に

い
っ
て
、
翻
訳
の
三
つ
の
時
代
区
分
は
以
下
の
よ
う
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が

で
き
る
。

最
初
期
の
翻
訳
は
ト
ー
キ
ー
時
代
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
外

国
の
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
快
楽
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
率
直
で
単
調
な
散
文

体
を
用
い
て
い
た
。
い
う
な
れ
ば
、
外
国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
持
つ
力
を

も
っ
と
も
効
率
よ
く
伝
達
さ
せ
る
よ
う
に
考
案
さ
れ
た
あ
る
種
の
機
能
性

を
、
字
幕
の
言
語
そ
の
も
の
が
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら

す
る
と
、
字
幕
の
第
一
段
階
は
、
国
内
的
条
件
に
即
し
た
か
た
ち
で
、
外

国
の
テ
ク
ス
ト
を
観
客
た
ち
へ
届
け
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
そ
の
一
方

で
、
翻
訳
者
た
ち
は
言
語
の
物
質
的
次
元
│
│
図
形
的
、
聴
覚
的
特
質
の

両
面
に
お
い
て
│
│
を
完
全
に
認
識
す
る
立
場
に
留
ま
り
つ
づ
け
た
。
そ

し
て
お
そ
ら
く
こ
れ
が
、
あ
の
増
幅
さ
れ
た
聴
覚
性
の
な
か
に
が
っ
ち
り

と
固
定
さ
れ
た
映
画
的
翻
訳
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
事
例
が
示

す
歴
史
的
特
異
性
に
疑
問
を
挟
む
余
地
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
う
や
っ
て

与
え
ら
れ
た
一
つ
の
翻
訳
様
式
を
ど
ん
な
時
代
の
映
画
に
も
適
応
可
能
な

唯�

一�

の�

可�

能�

性�

と�

し�

て�

限
定
す
る
こ
と
に
は
、
依
然
と
し
て
抵
抗
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

映
画
的
翻
訳
の
第
二
期
に
お
い
て
、
翻
訳
者
は
外
国
の
方
へ
と
近
づ
き
、

あ
た
か
も
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
待
ち
こ
が
れ

る
群
衆
の
も
と
へ
外
国
の
驚
異
を
届
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
時
期
は
翻
訳

の
優
良
性
を
保
証
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
諸
規
則
に
み
ち
て
い
る
が
、

現
実
に
そ
れ
が
成
し
遂
げ
た
の
は
、
原
典
と
な
る
テ
ク
ス
ト
の
盗
用
と
そ

ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
徹
底
的
な
自
国＝

馴
致
化
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
諸
規
則
は
、

翻
訳
の
占
有
化
と
専
門
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
で
、
ス
タ
ー
や
エ
キ
ス

パ
ー
ト
を
生
み
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
選
択
肢
の
排
除
へ
と
向
か

う
の
で
あ
る
。
私
が
軽
蔑
を
込
め
て
堕
落
と
呼
ぶ
こ
の
翻
訳
様
式
は
、
翻

訳
言
語
が
持
つ
枠
組
み
や
文
化
的
コ
ー
ド
の
中
に
外
国
的
な
る
も
の
を
隷

属
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
規
定
ど
お
り
の
字
幕
が
有
す
る

厳
格
な
制
限
内
で
説
明
し
き
れ
な
い
要
素
は
、
す
べ
て
切
除
さ
れ
る
か
、

見
当
違
い
で
不
適
切
き
わ
ま
り
な
い
国
内
的
な
意
味
に
還
元
さ
れ
て
し
ま

う
の
だ
。
こ
の
時
期
の
翻
訳
家
た
ち
は
、
読
者＝

観
客
た
ち
に
楽
し
げ
な

外
国
体
験
を
さ
せ
る
と
主
張
す
る
。
け
れ
ど
も
実
際
に
は
貧
弱
な
翻
訳
の

せ
い
で
、
彼
ら
と
の
共
犯
関
係
や
映
画
経
験
に
隠
さ
れ
た
豊
か
さ
に
気
づ

悪態的字幕のために
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く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三
つ
の
時
代
区
分
の
最
後
は
、
私
た
ち
を
悪
態
的
な
る
も
の
へ
と
導
い

て
ゆ
く
。
こ
の
翻
訳
の
新
た
な
時
代
の
た
め
に
、
私
は
ゲ
ー
テ
か
ら
別
の

一
節
を
引
用
し
た
い
。
こ
の
引
用
は
彼
の
文
章
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
力
強

さ
の
た
め
で
あ
り
、
悪
態
的
字
幕
で
は
な
い
も
の
を
特
定
化
す
る
た
め
で

も
あ
る
。
ゲ
ー
テ
自
身
に
よ
る
翻
訳
の
時
代
区
分
の
第
三
期
に
お
い
て
、

「
翻
訳
の
最
終
目
標
は
、
他
者
の
代
わ
り
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

他
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
位
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

と
の
完
全
な
同
一
化
を
達
成
す
る
こ
と
」（G

oethe
1819:

65

）
だ
と
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
翻
訳
者
が
原
典
と
な
る
テ
ク
ス
ト
に
加
え
、
そ
れ
を
生
み

だ
し
た
文
化
と
も
強
力
な
同
一
化
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
翻
訳

者
は
、
読
者＝

観
客
を
外
国
の
新
鮮
で
豊
か
な
経
験
へ
と
招
き
入
れ
る
こ

と
の
で
き
る
翻
訳
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
自
身
が
所
属
す
る
文
化
が
持
つ

特
定
の
権
力
を
譲
り
渡
し
て
し
ま
う
ほ
ど
な
の
だ
。
当
然
な
が
ら
、
ゲ
ー

テ
に
よ
る
こ
の
翻
訳
の
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
の
存
在
を
通
じ
て
自

己
の
確
立
を
目
指
そ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
発
想
│
│
こ
れ
は
馴
致
化

の
別
の
形
式
で
あ
る
│
│
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
悪
態
的
字

幕
制
作
は
、
読
者
と
外
国
と
の
あ
い
だ
の
相
互
作
用
を
活
発
な
も
の
に
す

る
こ
と
で
、
差
異
の
抹
消
を
回
避
す
る
。
こ
の
新
た
な
翻
訳
は
、
他
者
性

を
奪
わ
れ
た
存
在
と
し
て
外
国
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
言
語
使
用
に

つ
い
て
の
独
創
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
語
や
映
画
を
取
り
巻
く
諸
規
則
を

歪
曲
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
他
者
の
場
所
か
ら
（
あ
る
い
は

そ
の
内
部
で
）
翻
訳
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
印
刷
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳

と
映
像
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
字
幕
制
作
と
の
重
要
な
差
異
と
は
、
映
画
が

人
物
の
声
を
〔
原
典
と
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
〕
等
式
化
に
加
え
て
い

る
こ
と
と
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
イ
ス
が
悪
態
的
と
呼
ぶ
痕
跡
の
多
く
を
示

す
で
あ
ろ
う
、
暴
力
的
な
翻
訳
を
必�

要�

と�

す�

る�

装
置
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
た
。
何
の
変
哲
も
な
い
リ
ア
リ
ズ
ム
映
画
の

字
幕
で
さ
え
言
語
用
法
の
改
竄
を
行
う
ば
か
り
か
、
原
典
と
な
る
テ
ク
ス

ト
の
大
部
分
を
自
由
気
ま
ま
に
無
視
し
た
り
、
変
更
し
た
り
し
て
し
ま
う
。

と
は
い
う
も
の
の
、
堕
落
的
字
幕
制
作
者
た
ち
で
あ
れ
ば
、
装
置
が
要
請

す
る
こ
う
し
た
暴
力
の
事
実
を
も
み
消
そ
う
と
す
る
が
、
悪
態
的
翻
訳
者

は
暴
力
が
兼
ね
備
え
て
い
る
衝
撃
を
高
め
、
そ
の
限
界
と
可
能
性
と
を
吟

味
し
な
が
ら
、
そ
の
事
実
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う

や
っ
て
慣
習
を
軽
く
あ
し
ら
お
う
と
す
る
彼
ら
の
意
思
に
込
め
ら
れ
た
新

た
な
忠
誠
心
の
分
節
化
を
、
ル
イ
ス
の
い
う
悪
態
的
翻
訳
が
実
証
す
る
限

り
、
彼
の
モ
デ
ル
は
現
在
登
場
し
つ
つ
あ
る
第
三
期
の
字
幕
制
作
者
の
興

味
を
惹
き
つ
づ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
論
化
は
、
外
国
の
経

験
が
高
く
評
価
さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
悪
態
自
体
が
具
体
的

な
外
国
の
意
味
を
織
り
込
む
の
に
有
用
で
あ
る
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、

と
り
わ
け
魅
力
的
に
映
る
に
違
い
な
い
。

ル
イ
ス
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
デ
リ
ダ
主
義
的
な
翻
訳
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、
悪
態
が
言
語
と
形
而
上
学
的
な
仮
定
の
両
方
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
は
悪
態
的
字
幕
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
そ

の
対
象
と
目
標
は
単
な
る
一
九
七
〇
年
代
の
映
画
理
論
の
復
活
や
、
ハ
リ
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ウ
ッ
ド
的
リ
ア
リ
ズ
ム
映
画
の
害
悪
に
立
ち
向
か
っ
た
脱
構
築
的
、
ブ
レ

ヒ
ト
的
前
衛
芸
術
に
よ
る
実
験
の
再
評
価
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
＊
１３
。
こ

う
し
た
立
場
が
抱
え
る
問
題
点
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
や
エ
リ
ー
ト

主
義
、
さ
ら
に
は
大
衆
的
な
読
解
様
式
を
説
明
す
る
際
の
無
力
さ
な
ど
多

く
の
方
面
か
ら
、
す
で
に
何
度
と
な
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
れ
で

も
な
お
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
映
画
理
論
に
よ
る
批
判
を
、
字
幕
制
作

の
第
二
期
と
第
三
期
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ

る
。

ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

第
二
期
の
慣
習
的
な
字
幕
制
作
に
見
ら
れ
る
自
国＝

馴
致
化
の
傾
向
に

興
味
を
抱
く
私
た
ち
は
、
悪
態
的
字
幕
制
作
を
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

対
す
る
批
判
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も

こ
れ
は
距
離
化
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
通
じ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
呼

び
か
け
を
遮
断
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
た
単
純
な
実
験
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ

る
翻
訳
に
お
い
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
喪
失
を
前
に
、
悪
態
的
字
幕

制
作
者
は
敬
意
を
持
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
ク
ス
ト
と
対
峙
す
る
立
場
を

引
き
受
け
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
が
「
残
余

物
」
と
呼
ぶ
、
物
語
に
重
点
を
置
い
た
等
価
性
の
構
築
や
受
け
入
れ
る
側

の
文
化
で
の
み
通
用
す
る
作
業
を
超
え
て
機
能
す
る
テ
ク
ス
ト
や
映
画
の

効
果
を
引
き
出
す
た
め
に
、
言
語
と
字
幕
装
置
の
両
方
に
手
を
加
え
て
ゆ

く
（V

enuti2004

）。
脚
本
の
言
語
学
的
、
文
学
的
ス
タ
イ
ル
だ
け
で
な

く
、
映
画
内
で
用
い
ら
れ
る
言
語
が
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
聴
覚
的
、
視
覚
的

特
質
に
も
注
意
を
払
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
新
た
な
忠
誠
心
の
考
え
方
な

の
だ
。

で
は
、
堕
落
的
な
字
幕
制
作
実
践
が
も
は
や
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
悪
態

の
た
め
の
機
が
熟
し
た
こ
と
を
示
す
具
体
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

有
名
な
日
本
映
画
の
い
く
つ
か
に
字
幕
を
つ
け
て
き
た
ド
ナ
ル
ド
・
リ

チ
ー
は
、
黒
澤
明
の
『
乱
』（
一
九
八
五
）
の
翻
訳
者
で
あ
る
が
、
彼
が
こ

の
作
品
で
行
っ
た
翻
訳
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
た
試
み
の
な
か
で
も
っ

と
も
悪
態
的
な
も
の
だ
と
い
え
る
（
例
外
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
シ
チ
ュ
ア

シ
オ
ニ
ス
ト
で
あ
る
ル
ネ
・
ヴ
ィ
エ
ネ
が
ポ
ス
ト
六
八
年
の
時
期
に
フ
ラ

ン
ス
で
行
っ
た
カ
ン
フ
ー
映
画
の
盗
用
か
、
ウ
ッ
デ
ィ
・
ア
レ
ン
の

『W
hat’s

up,T
iger

L
ily?

』（
一
九
六
六
）の
吹
き
替
え
く
ら
い
で
あ
る
）＊
１４
。

ト
ー
キ
ー
の
到
来
に
と
も
な
い
、
日
本
の
サ
ム
ラ
イ
映
画
は
明
治
時
代
以

前
の
日
本
語
が
、
ど
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
て
い
た
か
を
成
文
化
さ
せ
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
結
局
、
そ
れ
は
ジ
ェ
ー
ム
ス
一
世
時
代
の
英
語
の
サ

ム
ラ
イ
版
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
落
ち
着
き
、
現
在
ま
で
こ
の
ジ
ャ
ン

ル
の
中
心
的
な
特
徴
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
こ
の

特
殊
な
言
語
│
│
そ
れ
な
し
で
時
代
劇
を
想
像
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で

あ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
「
標
準
的
な
日
本
語
」
に
置
き
か
え
る
行
為
は

大
胆
な
実
験
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
│
│
が
持
つ
ジ
ャ
ン
ル
的
な
重
要
性

に
細
心
の
注
意
を
払
う
字
幕
制
作
者
に
対
し
、
あ
る
興
味
深
い
ジ
レ
ン
マ

を
提
起
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
上
の
重
要
な
要
素
を
外

国
の
観
客
に
届
け
る
に
は
、
堕
落
的
字
幕
の
規
則
を
打
ち
破
る
以
外
に
方

法
は
な
い
。
そ
し
て
リ
チ
ー
は
ま
さ
に
そ
の
方
法
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。

「
壮
観
な
光
景
に
心
を
奪
わ
れ
た
私
は
、
み
ず
か
ら
の
ガ
ー
ド
を
解
き
ほ

ぐ
し
、
私
自
身
が
考
え
る
時
代
の
色
彩
を
し
の
び
こ
ま
せ
よ
う
と
考
え
た
。

悪態的字幕のために
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（
中
略
）
私
は
公
式
的
な
法
廷
英
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
方
法
を
用
い
て
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
前
置
詞
を
省
略
し
た
。
す
な
わ
ち“I

w
ant

you
to
go”

と

訳
す
べ
き
箇
所
を
、
愚
か
に
も“I

w
ould

w
ith

you
go”

な
ど
と
し
て
み

た
わ
け
だ
。
こ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
会
話
字
幕
と
し
て
は
完
全
に

不
適
切
で
あ
る
」（R

ichie
1991:16

）。
明
ら
か
に
自
分
の
行
っ
た
実
験

に
対
し
て
後
悔
の
念
を
覗
か
せ
る
リ
チ
ー
は
、「
徹
底
し
て
匿
名
で
あ
る

よ
う
な
英
語
」
の
必
要
性
を
説
き
な
が
ら
、
最
終
的
に
堕
落
的
字
幕
が
携

え
て
い
る
感
受
性
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。「
翻
訳
は
不
可
視
的
な
も
の

で
あ
る
べ
き
だ
と
私
は
思
う
。（
中
略
）
奇
妙
な
も
の
、
誇
張
さ
れ
す
ぎ

た
も
の
、
そ
し
て
間
違
っ
て
訳
さ
れ
た
も
の
の
す
べ
て
が
、
こ
の
文
字
に

書
か
れ
た
会
話
へ
の
注
意
を
促
す
。
私
は
今
後
、
感
嘆
符
で
す
ら
使
う
つ

も
り
は
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
が
眼
に
入
る
よ
う
に
、
言
語
も
耳
に
入
る
べ
き

な
の
だ
」（Ibid.

）。
私
は
こ
れ
以
上
、
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

実
際
、
リ
チ
ー
に
よ
る
こ
れ
ら
の
字
幕
は
、
フ
ィ
ル
ム
自
体
に
お
い
て

ジ
ャ
ン
ル
的
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
日
本
語
に
対
応
す
る
、
あ
る
種
の
効

果
を
英
語
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
点
で
非
常
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
に
続
く
ヴ
ィ
デ
オ
版
で
は
リ
チ
ー
の
手
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た

極
め
て
匿
名
的
な
翻
訳
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
に
悪
態
を

つ
こ
う
と
し
た
み
ず
か
ら
の
賢
明
な
衝
動
を
、
リ
チ
ー
は
自
己
検
閲
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

大
阪
の
文
化
と
方
言
を
称
揚
す
る
山
本
政
志
の
『
て
な
も
ん
や
コ
ネ
ク

シ
ョ
ン
』（
一
九
九
一
）
を
訳
す
に
あ
た
り
、
ロ
ブ
・
ヤ
ン
グ
は
こ
れ
と
同

様
の
問
題
に
直
面
し
た
。
こ
の
作
品
は
「
ア
ホ
は
境
界
を
越
え
る
」
と
い

う
副
題
を
持
ち
、
香
港
と
東
京
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、

香
港
製
コ
メ
デ
ィ
ー
と
日
本
製
コ
メ
デ
ィ
ー
、
男
性
と
女
性
、
さ
ら
に
は

映
画
の
内
側
と
映
画
館
の
外
側
の
境
界
線
も
曖
昧
に
し
な
が
ら
、
そ
の
９０

分
間
に
わ
た
る
奇
妙
な
時
間
の
中
で
東
京
、
香
港
、
大
阪
を
縦
横
無
尽
に

横
断
し
て
ゆ
く
。
ヤ
ン
グ
は
こ
う
し
た
騒
々
し
い
悪
ふ
ざ
け
を
さ
さ
い
な

実
験
を
行
う
た
め
の
許
可
証
と
し
て
捉
え
、
リ
チ
ー
と
よ
く
似
た
方
法
で

英
語
を
処
理
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
発
言
に
対
す
る
無
責
任
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
シ
ナ
リ
オ
が
展
開
さ
せ
る
場
面
や
、
階
級
や
地
域
的
な
差
異
に
も
と

づ
く
言
語
上
の
特
徴
が
賛
美
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
に
、
極
端
な
短
縮
形
や

ス
ラ
ン
グ
、
一
般
的
で
な
い
英
語
の
方
言
に
み
ち
た
彼
の
テ
ク
ス
ト
を
あ

て
は
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
用
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
戦
略
は
、
そ

れ
以
上
に
悪
態
の
精
神
に
近
づ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
こ
ん
畜

生
！
」
と
か
「
こ
の
野
郎
！
」
と
い
っ
た
猥
雑
な
表
現
が
、
な
ん
と
「!%

&

$#!@
!!

」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

私
た
ち
は
ヤ
ン
グ
の
例
か
ら
い
く
つ
か
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
こ
れ
は
私
た
ち
が
堕
落
的
字
幕
に
お
い
て
考
え
る
よ
う
な
、
あ

る
種
の
検
閲
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
堕
落
的
字
幕
は
し
ば
し
ば
、
猥
雑

な
言
語
を
翻
訳
せ
ず
に
済
ま
せ
て
し
ま
う
。
む
ろ
ん
こ
の
例
で
も
、
英
語

の
猥
雑
な
表
現
を
実
際
に
使
っ
た
方
が
は
る
か
に
悪
態
的
と
な
っ
た
は
ず

だ
が
、
そ
れ
に
よ
り
こ
の
フ
ィ
ル
ム
を
国
際
的
に
配
給
す
る
チ
ャ
ン
ス
を

失
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
検
閲
官
と

い
う
も
の
は
映
画
の
製
作
と
配
給
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
潜
ん
で
い
る
も
の

だ
。
そ
れ
ゆ
え
ヤ
ン
グ
は
、
元
の
シ
ナ
リ
オ
と
そ
の
演
技
化
に
見
ら
れ
る
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悪
ふ
ざ
け
に
も
似
た
言
語
実
験
を
行
う
こ
と
で
、
検
閲
官
の
眼
を
す
り
抜

け
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
見
す
る
と
翻
訳
不
可
能
に
も
思
え
る
フ

レ
ー
ズ
と
向
き
合
う
悪
態
的
字
幕
制
作
者
は
、
原
典
と
な
る
テ
ク
ス
ト
が

孕
む
問
題
と
正
確
に
一
致
す
る
よ
う
な
、
意
味
作
用
の
多
価
性
や
結
び
目

を
生
み
出
そ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
。
一
般
的
で
は
な
い
文
法
を
使
っ
た

ヤ
ン
グ
の
字
幕
す
べ
て
が
、
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
上
の
発
話
と
一
対
一
の

対
応
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ

て
観
客
は
、
堕
落
的
な
字
幕
で
は
完
全
に
抹
消
さ
れ
て
き
た
会
話
の
複
雑

な
遊
戯
性
に
対
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
、

本
能
的
な
悪
態
性
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヤ
ン
グ
も
先
の
リ
チ
ー

よ
ろ
し
く
、
基
本
的
な
字
幕
が
持
つ
時
間
的
、
空
間
的
、
図
形
的
制
限
に

み
ず
か
ら
を
縛
り
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。
字
幕
制
作
の
第
三
期

と
い
う
歴
史
的
瞬
間
に
同
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヤ
ン
グ
は
い
く
つ
か

の
可
能
性
を
示
唆
し
た
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
本
当
に
悪
態
的
な
字
幕
制

作
と
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
と
同
じ
く
ら
い
野
蛮
で
あ
る
べ
き
だ

し
、
観
客
と
フ
ィ
ル
ム
を
極
め
て
近
づ
け
る
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
。

第
二
期
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ぞ
か
し
こ
れ
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
試
み
と

映
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
今
ま
さ
に
出
現
し
つ
つ
あ
る
第
三
期
に
生
き

る
あ
な
た
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
慣
習
に
付
随
す
る
諸
問
題
を
確
か
に
感
じ

と
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
だ
。

資
本
に
よ
っ
て
堕
落
の
ル
ー
ル
や
規
範
が
強
化
さ
れ
な
い
場
所
で
あ
れ

ば
、
こ
れ
以
上
に
大
胆
不
敵
で
ス
リ
リ
ン
グ
な
悪
態
的
字
幕
の
例
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
九
三
年
春
、
コ
ロ
ラ
ド
大
学
の
ロ
ー
レ
ル
・

ロ
ッ
ド
教
授
は
彼
女
の
日
本
語
の
翻
訳
ク
ラ
ス
に
お
い
て
、
伊
丹
十
三
の

『
マ
ル
サ
の
女
２
』（
一
九
八
七
）
の
冒
頭
部
分
に
字
幕
を
つ
け
る
と
い
う

課
題
を
出
し
た
。
こ
の
短
い
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
は
、
漢
語
の
文
字
列
と
古

典
的
な
日
本
語
の
断
片
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ス
の
学
生
た
ち
は
す
ぐ

さ
ま
翻
訳
者
が
直
面
す
る
困
難
さ
を
認
識
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的

な
問
題
に
対
峙
す
る
た
め
に
彼
ら
が
与
え
た
直
観
的
な
解
決
は
、
第
二
期

の
字
幕
制
作
者
た
ち
が
信
奉
す
る
堕
落
的
な
ル
ー
ル
と
は
、
ほ
と
ん
ど
何

の
関
係
も
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
い
く
つ
か
の
異
な

る
色
で
字
幕
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
画
面
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分

に
置
く
こ
と
で
、
彼
ら
の
思
い
描
く
実
験
を
実
行
に
移
す
こ
と
の
で
き
な

い
「
無
力
さ
」
を
悔
や
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
課
題
は
仮
想

的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
し
、
こ
の
も
っ
と
も
素
晴
ら
し
い
発
明
に
彼

ら
を
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
阻
む
も
の
も
存
在
し
な
か
っ
た
（
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
に
繋
れ
た
ヴ
ィ
デ
オ
の
新
し
い
技
術
は
、
色
彩
、
フ
ォ
ン
ト
、
サ
イ

ズ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
字
幕
の
物
質
的
側
面
を
容
易
に
操
作

す
る
こ
と
が
で
き
る
）。
だ
が
環
境
は
整
っ
た
に
せ
よ
、
慣
習
が
も
た
ら

す
惰
性
と
堕
落
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
自
己
の
思
い
を
押
し
と
ど
め

ざ
る
を
得
な
い
プ
ロ
の
翻
訳
家
た
ち
は
、
こ
の
学
生
た
ち
と
同
じ
よ
う
に

み
ず
か
ら
を
自
制
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
現
実
の
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
が
あ
る
翻
訳
家
集
団

を
抑
制
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
彼
ら
か
ら
よ
り

多
く
の
こ
と
を
学
べ
る
は
ず
だ
し
、
こ
の
論
文
に
し
た
っ
て
彼
ら
の
仕
事

に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
、
日
本
の
ア
ニ
メ
を

悪態的字幕のために
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め
ぐ
る
巨
大
な
フ
ァ
ン
ダ
ム
が
全
世
界
規
模
で
発
展
し
つ
つ
あ
る
が
、
こ

う
し
た
フ
ァ
ン
活
動
の
大
部
分
は
翻
訳
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
い
く
つ
も

の
脚
本
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
・
グ
ル
ー
プ
に
投
稿
さ
れ
、
同

人
や
個
人
の
あ
い
だ
で
流
通
し
て
い
る
。
フ
ァ
ン
の
中
に
含
ま
れ
る
ハ
ッ

カ
ー
た
ち
が
、
ア
ミ
ー
ガ
や
そ
の
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
作
成
し
、
彼
ら
は
字
幕
を
打
ち
込
む
た

め
の
装
置
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
集
団
は
お

気
に
入
り
の
ア
ニ
メ
の
字
幕
付
き
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
非
営
利
的
に
共
同
製

作
す
る
。
メ
ジ
ャ
ー
な
翻
訳
産
業
の
外
で
働
き
、
公
式
的
な
訓
練
な
ど
一

切
受
け
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
た
ち
は
、
ま�

っ�

た�

く�

の�

直�

感�

に�

よ�

っ�

て�

悪
態
的
字
幕
を
生
み
だ
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
二
人
の
声
が
重
な
る
会

話
の
シ
ー
ン
で
は
、
別
々
の
色
に
塗
ら
れ
た
字
幕
が
使
わ
れ
る
。
翻
訳
で

き
な
い
単
語
に
直
面
し
た
場
合
、
彼
ら
は
と
き
に
画
面
を
埋
め
つ
く
す
こ

と
も
あ
る
定
義
を
通
じ
て
、
そ
の
外
国
の
単
語
を
英
語
に
導
入
す
る
。
つ

ま
り
脚
註（
！
）で
あ
る
。
何
本
か
の
テ
ー
プ
は
す
ぐ
に
は
判
読
で
き
な
い

く
ら
い
小
さ
な
文
字
に
よ
っ
て
、
定
義
と
文
化
的
な
説
明
を
与
え
て
い
る

（
私
た
ち
は
こ
こ
に
ヴ
ィ
デ
オ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
新
た
な
鑑
賞
手

順
を
見
出
す
。
鑑
賞
者
は
分
別
を
欠
い
た
装
置
の
進
行
を
止
め
て
、
の
ん

び
り
と
字
幕
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
）。
彼
ら
は
画
面
の
中
の

声
や
方
言
、
さ
ら
に
は
画
面
内
に
書
き
込
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
な
ど
が
持
つ

物
質
的
側
面
に
対
応
さ
せ
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ォ
ン
ト
、
サ
イ
ズ
、

色
な
ど
を
用
い
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
は
ス
ク
リ
ー
ン
の
至
る
と
こ
ろ
に

彼
ら
が
作
っ
た
タ
イ
ト
ル
を
挿
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
る
で
歴
史

が
折
り
重
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
ト
ー
キ
ー
時
代
の
字
幕
実
践
の
復

権
を
見
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
世
界
は
根

本
的
な
差
異
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
て
い
る
。

ア
ニ
メ
・
フ
ァ
ン
ダ
ム
の
例
は
、
エ
リ
ー
ト
主
義
に
陥
り
や
す
い
反
ハ

リ
ウ
ッ
ド
的
な
実
験
に
対
す
る
評
価
と
、
悪
態
的
字
幕
と
の
あ
い
だ
の
距

離
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
お
そ
ら
く
ど
ち
ら
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

問
題
に
は
慎
重
で
あ
る
し
、
革
新
的
な
方
法
を
も
っ
て
慣
習
を
破
壊
す
る

だ
ろ
う
。
だ
が
後
者
は
テ
ク
ス
ト
に
関
与
す
る
と
き
と
同
じ
よ
う
な
感
受

性
を
も
っ
て
、
読
者
の
感
受
性
に
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
観
客

が
遠
く
離
れ
た
場
所
か
ら
外
国
の
経
験
を
享
受
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

悪
態
的
字
幕
制
作
者
も
ま
た
、
彼
あ
る
い
は
彼
女
の
字
幕
を
他
者
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
の
だ
。
彼
ら
に
は
堕
落
的
字
幕
の
規
範

の
も
と
で
フ
ィ
ル
ム
を
窒
息
死
さ
せ
る
つ
も
り
も
な
け
れ
ば
、
外
国
的
な

る
も
の
が
持
つ
粗
雑
さ
を
平
板
化
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
も
、
す
べ
て
を

簡
単
に
消
費
で
き
る
意
味
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
悪
態

的
な
字
幕
は
つ
ね
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
ク
ス
ト
に
回
帰
す
る
よ
う
観
客
を

誘
導
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
外
国
と
自
国
、
既
知
の
も
の
と
未
知
の

も
の
の
あ
い
だ
を
行
き
来
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
私
た
ち
が
印
刷
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
翻
訳
を
論
じ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
期
は
こ
の
よ
う
に
行
間
に

注
釈
を
施
し
た
本
（
こ
れ
は
他
の
何
よ
り
も
文
体
的
な
意
味
に
お
い
て
革

新
的
な
戦
略
で
あ
る
）
に
埋
め
つ
く
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し

て
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
、
外
国
映
画
の
構
造
的
特
徴
で
は
な
か
っ
た
か
。
字

コ

ン

ス

テ

レ

ィ

テ

ド

幕
つ
き
の
映
像
は
布
置＝

星
座
的
な
形
状
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
オ

188



リ
ジ
ナ
ル
と
翻
訳
の
両
方
を
同
時
に
扱
う
こ
と
が
で
き
、
い
わ
ば
二
つ
の

テ
ク
ス
ト
が
正
面
か
ら
向
き
あ
っ
て
い
る
状
態
な
の
だ
。
も
っ
と
も
重
要

な
の
は
、
言
語
を
理
解
で
き
よ
う
が
で
き
ま
い
が
、
鑑
賞
者
が
オ
リ
ジ
ナ

ル
・
テ
ク
ス
ト
を
論
じ
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
堕
落

的
字
幕
は
こ
う
し
た
読
み
の
実
践
に
強
硬
に
反
対
し
て
き
た
が
、
悪
態
的

字
幕
は
む
し
ろ
そ
れ
を
奨
励
す
る
の
だ
。

悪
態
の
た
め
の
機
は
熟
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
映
像
リ
テ
ラ
シ
ー
の
な

か
に
、
テ
ク
ス
ト
と
イ
メ
ー
ジ
の
複
合
的
な
関
係
性
を
扱
う
こ
と
の
で
き

る
能
力
が
加
わ
っ
た
時
代
を
、
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
か
ら
だ
。
観
客
た

ち
は
そ
の
よ
う
な
能
力
を
外
国
映
画
の
た
め
に
費
や
し
て
き
た
が
、
そ
の

う
ち
完
全
に
使
わ
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
か
つ
て
は
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
実
験
で
あ
っ
た
は
ず
も
の
が
、
今
や
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
、
Ｍ
Ｔ
Ｖ
、

ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
・
ヴ
ィ
デ
オ
、
Ｃ
Ｍ
、
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
メ
デ
ィ
、

夜
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
な
ど
で
使
わ
れ
る
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

イ
メ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト
の
複
合
的
な
関
係
性
は
、
も
は
や
日
常
生
活
に

よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
性
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
の
だ
（
特
に
日

本
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
）。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
堕
落
的
字
幕

制
作
と
は
実
に
時
代
遅
れ
で
あ
っ
て
、
悪
態
は
こ
れ
ま
で
の
慣
習
の
み
な

ら
ず
、
観
客
や
彼
ら
の
期
待
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て

悪
態
的
字
幕
制
作
が
標
準
な
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
よ
う
や
く
私
た
ち
は

他
の
名
称
を
考
え
る
こ
と
│
│
あ
る
い
は
単
に
「
悪
態
的
」
と
い
う
形
容
詞

を
外
す
だ
け
で
も
良
い
が
│
│
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
悪
態
的
な
翻
訳
は

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
メ
デ
ィ
ー
、
ア
ー
ト
・
フ
ィ
ル
ム
、
さ
ら
に
は
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
分
野
│
│
そ
れ
自
身
が
慣
習
に
逆
ら
う
よ
う
な
テ
ク

ス
ト
か
説
明
的
な
テ
ク
ス
ト
│
│
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
思
え
る
。
か
と

い
っ
て
、
も
っ
と
も
非
暴
力
的
な
フ
ィ
ル
ム
を
悪
態
に
さ
ら
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
理
由
も
存
在
し
な
い
。
唯
一
あ
り
う
る
選
択
肢
と
い
え
ば
、

堕
落
し
か
な
い
の
だ
か
ら
。

原
註

＊
１

こ
う
し
た
研
究
を
集
め
た
素
晴
ら
し
い
書
誌
に
つ
い
て
は
、

G
am
bier

1994,
de
L
inde

and
K
ay
1999

を
参
照
。
ま
た
本
稿
の

執
筆
に
あ
た
っ
て
助
言
を
与
え
て
く
れ
た
ダ
レ
ル
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
、

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
デ
ッ
セ
ー
、
さ
ら
に
は
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ヌ

テ
ィ
、
牧
野
守
、
ア
ー
ロ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
の
諸
氏
に
感
謝
し
た
い
。

と
り
わ
け
ジ
ェ
ロ
ー
に
は
、
純
映
画
劇
運
動
の
箇
所
を
具
体
化
す

る
の
に
有
益
な
示
唆
を
受
け
た
。
こ
の
運
動
に
関
す
る
彼
の
博
士

論
文
は
、
ま
さ
に
画
期
的
な
研
究
で
あ
る
（G

erow
1996

）。

＊
２

同
じ
よ
う
な
権
力
の
逆
転
は
、
日
本
の
テ
レ
ビ
局
の
た
め
に
翻

訳
さ
れ
た
『
Ｘ
―
フ
ァ
イ
ル
』
に
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
ち
ら

は
吹
き
替
え
の
装
置
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
モ
ル
ダ
ー
の
声
が
ハ

ス
キ
ー
で
野
太
く
、
タ
フ
な
感
じ
の
男
の
声
優
に
よ
っ
て
吹
き
替

え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ス
カ
リ
ー
の
相
対
的
に
低
く
、
ビ
ジ

ネ
ス
ラ
イ
ク
な
声
が
、
天
気
予
報
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
か
昼
メ
ロ
を

悪態的字幕のために
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思
わ
せ
る
よ
う
な
甲
高
い
声
優
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
言
語
の
物
質
的
側
面
の
操
作
│
│
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
声
の
肌

理
│
│
は
、
番
組
が
持
つ
性
的
な
役
割
と
政
治
学
を
反
転
さ
せ
て
し

ま
う
。
そ
し
て
そ
れ
ほ
ど
劇
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、『
ロ
ボ
コ
ッ

プ
』
の
例
も
同
様
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
提
示
し
て
い
る
。
私
が
以

下
で
論
じ
る
よ
う
に
、
一
般
的
な
字
幕
は
言
語
の
物
質
的
側
面
を

無
視
す
る
の
で
あ
る
。

＊
３

た
と
え
ば
戸
田
一
九
九
四：

二
七
、
岡
枝
一
九
八
八：

一
八
、

神
島
一
九
九
五：
二
二
を
参
照
。

＊
４

戸
田
一
九
九
四：
二
七
は
伝
聞
を
も
と
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り

彼
女
は
歴
史
に
つ
い
て
何
ら
調
査
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

＊
５

戸
田
一
九
九
四
、
神
島
一
九
九
五
、
清
水
一
九
八
五
な
ど
を
参

照
。
こ
の
中
で
は
清
水
の
も
の
が
一
番
有
名
だ
が
、
神
島
の
も
の

が
一
番
興
味
深
い
。
ハ
ウ
ツ
ー
本
は
普
段
の
つ
ま
ら
な
い
翻
訳
ビ

ジ
ネ
ス
に
変
化
を
つ
け
た
い
と
考
え
て
い
る
翻
訳
者
た
ち
の
あ
い

だ
で
人
気
が
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
は
有
名
な
何
人
か
の
字
幕
制

作
者
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
翻
訳
教
室
に
お
い
て
、
教
科
書
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
神
島
一
九
九
五
、
岡
枝
一
九
八
八
、
一

九
八
九
、
清
水
一
九
八
八
、
一
九
九
二
を
参
照
。

＊
６

岡
枝
一
九
八
九：

一
九
四
〜
一
九
五
。
こ
れ
以
上
に
憂
慮
す
べ

き
は
、
彼
が
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
字
幕
制
作
に
関
す
る
奇

妙
な
挿
話
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
と
き
に
見
せ
る
、
無
知
に
も
と

づ
い
た
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
に
は
「
ホ

モ
」
が
存
在
す
る
が
日
本
に
存
在
し
な
い
と
暗
示
さ
れ
、
ア
メ
リ

カ
人
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
た
ち
に
エ
イ
ズ
の
原
因
が
あ
る
と
明

確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

＊
７

こ
の
戦
略
は
戦
後
、
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
時
代
を
通
じ
て
ナ
レ
ー

タ
ー
を
使
っ
て
き
た
ア
ジ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
お
い
て
継
続

さ
れ
た
。

＊
８

私
が
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
も
の
の
な
か
で
も
、
字
幕
制
作
者
と
検
閲
体
制
の
協
力
関

係
は
重
要
な
堕
落
の
一
形
式
だ
と
い
え
る
。
日
本
で
は
戦
前
・
戦

後
を
問
わ
ず
、
字
幕
は
厳
格
に
検
閲
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、

最
近
で
は
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
で
は
な
く
イ
メ
ー
ジ
に
検
閲
の
眼

が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
清
水
は
日
本
の
第
一
の
検
閲
機
関
で
あ
る

映
倫
の
理
事
を
長
年
つ
と
め
て
い
た
。
ま
た
岡
枝
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
の
字
幕
制
作
に
つ
い
て
の
講
義
の
な
か
で
興
味
深
い
説
明

を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
彼
は
生
徒
た
ち
に
、
セ
ッ
ク
ス
中
の

発
話
や
行
為
を
「
あ
あ
、
す
ご
く
気
持
ち
い
い
」
な
ど
と
直
接
的
に

訳
し
て
な
ら
な
い
と
注
意
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
い
う
翻
訳
で
は

検
閲
を
通
ら
な
い
か
ら
だ
。
が
、
も
し
「
私
が
あ
な
た
を
気
持
ち

よ
く
さ
せ
て
あ
げ
る
」
な
ど
の
字
幕
が
行
為
の
前
後
に
あ
ら
わ
れ

る
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
何
の
問
題
も
な
い
の
だ
と
い
う
。
こ

う
し
た
実
践
が
ど
れ
ほ
ど
主
流
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
に
影
響
を
与
え

て
き
た
か
に
つ
い
て
も
、
い
ま
だ
検
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
（
岡

枝
一
九
八
九：

二
〇
一
〜
二
〇
二
）。

＊
９

清
水
一
九
八
八：

三
五
〇
。
清
水
は
こ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
一

般
の
劇
場
で
公
開
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
説
明
す
る
が
、
同
時
代
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の
記
事
は
他
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。「
ト
オ
キ
イ
に
關
す
る

走
り
書
」
と
題
さ
れ
た
記
事
に
お
い
て
、
林
千
歳
は
わ
ざ
わ
ざ
会

話
と
字
幕
の
数
を
数
え
て
い
る
。
林
の
計
測
に
よ
る
と
、
三
八
七

個
の
会
話
の
う
ち
二
二
九
個
に
字
幕
が
つ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
四
枚

の
挿
入
字
幕
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
巻
平
均
の
会
話
数
は
三
二
、

字
幕
数
は
一
九
と
な
る
。
彼
は
会
話
が
も
っ
と
も
多
い
シ
ー
ン
で

は
よ
り
多
く
の
字
幕
（
五
二
個
の
う
ち
四
一
個
）
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
と
も
指
摘
す
る
が
、
字
幕
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
よ
い
と

い
う
一
般
的
な
見
解
を
も
っ
て
分
析
を
終
え
て
し
ま
う
。
私
は
以

下
で
、
こ
れ
こ
そ
が
音
声
の
壁
を
超
え
る
べ
く
記
入
さ
れ
た
サ
イ

レ
ン
ト
映
画
時
代
特
有
の
映
画
の
概
念
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る

（
林
一
九
三
一：

三
九
）。

＊
１０

こ
れ
ら
を
含
め
、
検
閲
台
本
は
牧
野
守
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
川
喜

多
映
画
財
団
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
清
水
千
代
太
は
田
村
幸
彦
と

と
も
に
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で
つ
づ
く
主
要
な
映
画
雑

誌
で
あ
る
『
キ
ネ
マ
旬
報
』
を
創
刊
し
た
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
。

＊
１１

長
い
セ
リ
フ
は
複
数
の
字
幕
を
必
要
と
す
る
た
め
、
字
幕
の
総

数
は
三
六
〇
個
と
な
る
。
た
だ
し
、
私
が
調
査
し
た
他
の
検
閲
台

本
も
ほ
ぼ
同
様
の
字
幕
数
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
牧
野
守
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
な
か
に
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

＊
１２

こ
の
例
つ
い
て
は
小
松
弘
が
教
え
て
く
れ
た
。
彼
は
フ
ィ
ル
ム

セ
ン
タ
ー
で
働
い
て
い
る
と
き
、
こ
の
プ
リ
ン
ト
を
眼
に
し
た
の

だ
と
い
う
。

＊
１３

吹
き
替
え
に
つ
い
て
の
ア
ン
ジ
ェ
・
ア
シ
ッ
ド
の
論
文
は
こ
う

し
た
問
題
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
翻
訳
自
体
に
関
す
る
不

十
分
な
理
論
化
ゆ
え
、
ま
た
別
の
問
題
に
陥
っ
て
い
る
。

＊
１４

一
九
七
三
年
、
ル
ネ
・
ヴ
ィ
エ
ネ
は
『T

he
C
rush

』（
ト
ー
・

ク
ァ
ン
・
ク
ー
と
ラ
ム
・
ニ
ン
・
ト
ゥ
ン
、
一
九
七
一
）
と
い
う
香

港
映
画
に
か
ぶ
せ
る
扇
動
的
な
字
幕
を
作
り
あ
げ
た
。
翻
訳
の
ク

レ
ジ
ッ
ト
タ
イ
ト
ル
は
「A

ssociation
pour

le
développem

ent
de

la
lutte

des
classes

et
la
propagation

du
m
atérialism

e
dialetique

（
階
級
闘
争
の
発
展
と
物
質
的
弁
証
法
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
た
め
の

組
織
）」
と
な
っ
て
お
り
、『L

a
dialectique

peut−
elle

casser
des

briques?

（
弁
証
法
は
煉
瓦
を
壊
す
こ
と
が
で
き
る
か
？
）』
と
い

う
題
名
で
公
開
さ
れ
た
。
ロ
バ
ー
ト
・
ス
タ
ム
と
エ
ラ
・
シ
ョ

ハ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、「
破
壊
的
な
カ
ラ
テ
の
殴
打
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス

に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
を
引
き
ず
り
お
ろ
せ
！
」
と
い
っ
た
字
幕
が
つ
け

ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
（Stam

and
Shohat

1985:
35−

39

）。
こ
の

興
味
深
い
字
幕
に
対
す
る
同
時
代
の
批
評
に
つ
い
て
は
、S.

1973:

110−
111

を
参
照
。『W

hat’s
U
p,
T
iger

L
ily?

』
は
か
な
り
の
低
予

算
で
作
ら
れ
た
日
本
の
探
偵
映
画
〔『
国
際
秘
密
警
察

鍵
の
鍵
』
谷

口
千
吉
、
一
九
六
五
〕
に
ア
レ
ン
が
パ
ロ
デ
ィ
ー
的
な
吹
き
替
え

を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
外
国
の
音
声
を
完
全
に
消
し
去
っ
て
し

ま
う
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
究
極
的
に
吹
き
替
え
は
堕
落
か
ら
抜

け
出
せ
な
い
と
し
て
も
、
言
語
の
物
質
的
側
面
の
も
っ
と
も
重
要

な
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
悪
態
的
吹
き
替
え
を
想
像
す
る
人
も
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
は
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
精
神
か
ら
み

て
も
面
白
い
。
つ
ま
り
堕
落
的
翻
訳
者
に
よ
る
原
典
テ
ク
ス
ト
の

悪態的字幕のために
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支
配
を
共
有
す
る
一
方
で
、
外
国
の
経
験
に
お
い
て
悪
態
的
翻
訳

者
が
感
じ
る
快
楽
に
ふ
け
る
の
で
あ
る
。
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訳
者
付
記

本
論
文
の
著
者
で
あ
る
阿
部
・
マ
ー
ク
・
ノ
ー
ネ
ス
氏
は
現
在
、
ミ
シ
ガ

ン
大
学
で
映
画
理
論
、
ア
ジ
ア
映
画
、
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ど

を
講
じ
る
か
た
わ
ら
、
日
本
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
研
究
の
第
一
人

者
と
し
て
精
力
的
な
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
南
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
在
籍
中
の
八
〇
年
代
後
半
に
小
川
紳
介
と
出
会
っ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、
山
形
国
際
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

と
し
て
、
数
々
の
優
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
・
運
営
し
て
き
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
そ
ん
な
彼
の
横
断
的
な
足
跡
を
日
本
語
で
窺
い
知
る
に
は
、

上
野
俊
哉
、
丹
生
谷
貴
志
ほ
か
編
『
日
米
映
画
戦
』（
青
弓
社
、
一
九
九

一
）、
ミ
ッ
ク
・
ブ
ロ
デ
リ
ッ
ク
編
、
柴
崎
昭
則
・
和
波
雅
子
訳
『
ヒ
バ

ク
シ
ャ
・
シ
ネ
マ
』（
現
代
書
館
、
一
九
九
九
）、
あ
る
い
は
山
形
映
画
祭

が
定
期
的
に
発
行
す
る
機
関
誌
『D

ocum
entary

B
ox

』（http://w
w
w
.city.

yam
agata.yam

agata.jp/yidff/docbox/docbox.htm
l

）
な
ど
に
収
め
ら
れ

た
論
考
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
役
立
つ
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
英
語
文
献
で
は
、

ほ
ぼ
一
〇
年
間
に
渡
る
日
本
で
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
たJapanese

D
ocum

entary
F
ilm

:
The

M
eiji

E
ra

through
H
iroshim

a

（M
inneapolis:

U
niversity

of
M
innesota

press,
2003

）
と
い
う
画
期
的
な
書
物
を
刊
行

し
た
の
に
加
え
、
つ
い
先
頃
小
川
プ
ロ
に
関
す
る
研
究
書
を
上
梓
し
た
と

こ
ろ
だ
と
い
う
。
同
じ
く
山
形
映
画
祭
の
ス
タ
ッ
フ
だ
っ
た
ア
ー
ロ
ン
・

ジ
ェ
ロ
ー
氏
（
現
・
イ
ェ
ー
ル
大
学
助
教
授
）
や
若
い
仲
間
た
ち
と
と
も

に
、
欧
米
圏
の
研
究
者
同
士
の
交
流
を
促
すK

inem
a
C
lub

と
い
う
組
織

を
主
催
す
る
ノ
ー
ネ
ス
氏
は
、
文
字
ど
お
り
実
践
と
理
論
の
両
面
か
ら
日

本
映
画
研
究
を
牽
引
し
て
い
る
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
そ
の
動
向
か
ら
つ

ね
に
眼
を
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
研
究
者
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
ノ
ー
ネ
ス
氏
の
新
た
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る

「
映
画
と
翻
訳
」
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
（
関
連
す
る
論
考
に“Poru

R
uta/PaulR

otha
and

the
Politics

ofT
ranslation,”

C
inem

a
Journal

38.3

(Spring
1999)

が
あ
る
）。
彼
自
身
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昨
今
の
文

化
研
究
や
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
分
野
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
政

学
的
、
歴
史
的
、
文
化
的
背
景
の
も
と
に
発
生
し
た
知
識
や
資
本
の
流
通

を
「
近
代
」
の
一
側
面
と
し
て
捉
え
、
そ
の
過
程
で
必
然
的
に
生
じ
る

「
翻
訳
」
自
体
を
研
究
対
象
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
映
画
研
究
の
分
野
で
は
、
ま
さ
し
く
近
代
の
産
物
で
あ
る
は
ず
の
「
映

画
」
に
お
け
る
翻
訳
（
な
い
し
は
字
幕
）
の
問
題
が
、
奇
妙
な
ま
で
に
無

視
さ
れ
、
蔑
ろ
に
さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
は
そ
う
し
た
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

問
題
提
起
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
野
心
的
な
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

発
表
直
後
か
ら
多
方
面
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、

翻
訳
学
を
志
そ
う
と
す
る
学
生
な
ら
誰
で
も
一
度
は
眼
に
す
る
で
あ
ろ
う

L
aw
rence

V
enuti,ed.,T

he
Translation

Studies
R
eader

(N
ew
Y
ork

and

L
ondon:

R
outledge,

2000)

に
収
録
さ
れ
た
ほ
か
、
セ
ン
ス
の
良
い
論
文
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選
択
と
編
者
に
よ
る
充
実
し
た
解
題
で
知
ら
れ
る
ラ
ト
ガ
ー
ズ
大
学
の

“D
epth

of
Field”

シ
リ
ー
ズ
中
の
一
巻A

lan
W
illiam

s,
ed.,

F
ilm

and

N
ationalism

(N
ew

B
runsw

ick:
R
utgers

U
niversity

Press,
2002)

に
お

い
て
も
、
必
読
文
献
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

た
だ
し
、T

he
Translation

Studies
R
eader

の
第
二
版
（2004

）
が
出
る

に
あ
た
っ
て
大
幅
な
加
筆
が
施
さ
れ
た
た
め
、
訳
文
で
は
新
し
い
方
の

ヴ
ァ
ー
シ
ョ
ン
を
底
本
と
し
て
い
る
。

原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
八
〇
枚
を
越
え
る
長
大
な
論
文
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
内
容
に
関
し
て
は
本
文
で
語
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
、

最
後
に
議
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
訳
語
に
つ
い
て
の
み
簡
単
に
補
足
し

て
お
き
た
い
。
本
論
文
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
タ
イ
ト
ル
は“For

an
A
busive

Subtitling”

と
な
っ
て
お
り
、
ノ
ー
ネ
ス
氏
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る“abuse”

（
悪
用
、
虐
待
、
暴
言
、
不
正
利
用

な
ど
の
意
）
に
は
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
そ
し
て
対
に
な
る“corrup-

tion”

（
堕
落
、
腐
敗
、
買
収
、
改
悪
な
ど
の
意
）
に
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
用
語
を
日
本

語
に
訳
す
場
合
、
と
も
す
る
と
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
ば
か
り
が
前
面
に

出
て
し
ま
い
、
差
異
を
明
確
化
し
に
く
い
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
た
（
英
語
に

お
い
て
も
、
字
義
的
な
差
異
が
明
白
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
語
感
が

も
た
ら
す
詩
的
、
象
徴
的
、
隠
喩
的
な
効
果
に
重
き
を
置
く
よ
う
で
あ

る
）。
む
ろ
ん
文
脈
に
即
し
て
毎
回
違
っ
た
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
も
考
え

た
が
、
そ
れ
に
よ
り
む
し
ろ
混
乱
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
今

回
は
あ
え
て
「
悪
態
的
」「
堕
落
的
」
と
い
う
二
語
を
便
宜
的
に
使
っ
て
み

た
。
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
し
、
ど
れ
ほ
ど
原
語
が
持
つ
多

価
的
な
意
味
づ
け
を
呈
示
し
え
た
か
に
つ
い
て
は
心
も
と
な
い
が
、
と
も

あ
れ
こ
う
し
た
態
度
が“abusive”

で
あ
る
か“corrupt”

で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
、
も
は
や
読
者
の
判
断
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
映
画
に
お
け

る
英
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
が
孕
む
問
題
を
扱
っ
た
論
文
を
、
さ
ら
に

も
う
一
度
英
語
か
ら
日
本
語
に
訳
し
た
者
の
責
務
と
し
て
、
多
く
の
方
か

ら
の
忌
憚
な
き
批
判
や
ご
意
見
を
お
待
ち
し
た
い
。

悪態的字幕のために
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