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小
説
と

「
映
画
」

寺

内

伸

介

は
じ
め
に

読
書
は
、
歴
史
、
文
化
、
社
会
な
ど
の
コ

l
ド
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
作
品
に
対
す
る
「
読
み
」
ま

た
は
「
読
者
」
は
、
常
に
変
化
し
て
い
る
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
「
読
者
」
は
、
歴
史
や
文
化
な
ど
の
制
度
の
な
か
に
存
在
し
、
そ
の
制

度
を
自
明
の
存
在
と
し
て
読
書
を
行
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
自
分
が
そ
の
制
度
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。読

者
が
依
拠
す
る
制
度
は
様
々
存
在
す
る
が
、
こ
の
小
論
で
は
特
に
小
説
を
「
映
画
的
」
に
読
む
読
者
を
考
察
し
て
み
た
い
。
と
い

う
の
も
、
小
説
を
映
画
的
に
読
む
と
い
う
研
究
は
現
在
で
も
後
を
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
小
説
の
表
現
が
、
映

画
の
表
現
に
い
か
に
似
て
い
る
か
を
考
察
し
、

そ
の
原
因
と
し
て
同
時
代
の
映
画
と
比
較
し
た
り
、
作
家
と
映
画
と
の
影
響
関
係
を
分

析
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
で
は

一
つ
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
。
小
説
の
表
現
を
映
画
の
表
現
に
似
て
い
る
と
認
識
で
き

29 

る
読
者
は
、
普
遍
的
な
存
在
で
は
な
く
歴
史
的
な
存
在
で
あ
り
、
あ
る
時
期
か
ら
こ
の
認
識
の
制
度
が
誕
生
し
、
読
者
は
こ
の
制
度
の
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中
で
読
書
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
の
中
に
映
画
性
を
見
い
だ
す
と
い
う
認
識
の
制
度
の
中
か
ら
小
説
を
読
め
ば
、
映
画
の
発

明
さ
れ
る
前
に
書
か
れ
た
小
説
で
も
、

そ
の
中
に
映
画
性
を
見
い
だ
せ
る
。
ま
た
、
作
家
が
映
画
の
影
響
を
受
け
ず
に
書
い
た
小
説
で

も
、
そ
こ
に
映
画
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
和
田
敦
彦
氏
は
、
「
結
局
現
在
の
読
み
方
は
多
か
れ
少
な
か
れ
映

画
や
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
コ

l
ド
に
よ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
「
否
応
な
く
テ
レ
ビ
的
に
読
み
、
映
画
的
に
既
に
読
ん
で

（

1
）
 

い
る
と
述
べ
て
い
る
。

例
え
ば
、
大
岡
昇
平
は
小
説
を
映
画
的
に
読
む
制
度
に
捕
ら
わ
れ
た
読
者
の
一
人
で
あ
り
、
自
分
が
制
度
の
中
に
い
る
事
を
意
識
し

て
い
な
い
。
大
岡
は
、
夏
目
激
石
の

『
三
四
郎
』

の
「
挨
拶
を
し
て
、
部
屋
を
出
て
、
玄
関
正
面
へ
来
て
、
向
を
見
る
と
、
長
い
廊
下

の
果
が
四
角
に
切
れ
て
、
ぱ
っ
と
明
る
く
、
表
の
婦
が
映
る
上
り
口
に
、
池
の
女
が
立
っ
て
ゐ
る
。

は
っ
と
驚
ろ
い
た
三
四
郎
の
足
は
、

三
四
郎
も
誘
は
れ
た

（

2
）
 

様
に
前
へ
動
い
た
。
二
人
は
一
筋
道
の
廊
下
の
何
所
か
で
擦
れ
違
は
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を
以
て
互
ひ
に
近
付
い
て
来
た
。
」
と
い
う
場
面

（

3）
 

を
、
「
す
で
に
十
分
映
画
的
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

早
速
の
歩
調
に
狂
が
出
来
た
。
其
時
透
明
な
空
気
の
画
布
の
中
に
暗
く
描
か
れ
た
女
の
影
は
一
足
前
へ
動
い
た
。

『
三
四
郎
』

が
書
か
れ
た
の
が

一
九
O
八
年
で
あ
り
、
も
う
す
で
に
映
画
は
発
明
さ
れ
て
お
り
日
本
で
も
興
行
が
行
わ
れ
て
い
た

か
ら
、
激
石
が
映
画
の
表
現
を
意
識
し
て
「
映
画
的
」
に
書
い
た
と
い
う
可
能
性
も
ま
っ
た
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

激
石
の
日
記
や
、
文
章
を
読
め
ば
、
激
石
は
子
供
に
せ
が
ま
れ
て
し
ば
し
ば
映
画
を
見
に
行
っ
た
ら
し
い
が
、
激
石
自
身
は
映
画
に
ほ

と
ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
散
石
が
、
映
画
の
表
現
方
法
を
小
説
の
な
か
に
意
識
的
に
取
り
入

れ
て
書
く
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
節
に
見
ら
れ
る
映
画
性
の
原
因
を
、
激
石
と
い
う
作
家
に
見
い
だ
す

の
は
難
し
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
岡
は
「
映
画
的
」
と
言
っ
て
し
ま
う
。
大
岡
は
、
映
画
と
小
説
は
一
つ
の
場
面
を
分
解
し



（

4
）
 

て
提
示
す
る
点
に
お
い
て
似
て
い
る
と
も
言
っ
て
い
る
。

両
者
が
似
て
い
る
こ
と
で
、
小
説
に
映
画
性
を
見
い
だ
す
の
な
ら
、
映
画
に
小
説
性
を
見
い
だ
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
も
そ

も
、
小
説
は
映
画
よ
り
も
先
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
岡
も
述
べ
て
い
る
が
、
映
画
は
小
説
か
ら
表
現
技
法
を
学
ん
だ
の
で
あ

る
。
歴
史
的
に
言
え
ば
、
映
画
の
ほ
う
が
小
説
的
で
あ
っ
て
、
小
説
が
映
画
的
と
言
う
の
は
、

よ
く
考
え
て
み
れ
ば
奇
異
な
事
態
で
あ

る
。
大
岡
は
、
「
映
画
の
手
法
は
意
識
す
る
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
小
説
家
の
技
巧
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
」
と
い
う
が
、
こ
れ

は
む
し
ろ
読
者
が
読
み
の
中
に
「
映
画
の
手
法
」
を
取
り
入
れ
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
岡
の
よ
う
に
、
小
説
の
中
に

映
画
性
を
見
い
だ
す
読
者
は
現
在
で
は
特
異
な
存
在
で
は
な
い
。
現
在
の
文
学
理
論
、

と
り
わ
け
ナ
ラ
ト
ロ
ジ

l
に
お
い
て
も
、
例
え

小説と「映画」

ば
「
カ
メ
ラ
・
ア
イ
」
と
い
う
映
画
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
を
小
説
の
分
析
用
語
と
し
て
当
然
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
小
説
が
い
か
に
映
画
的
に
書
か
れ
て
い
る
か
を
見
る
前
に
、
小
説
を
映
画
的
に
読
ん
で
し
ま
う
読
者
を
問
題
に
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
小
説
に
映
画
性
を
見
い
だ
し
て
し
ま
う
読
者
が
現
実
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
こ

の
読
者
は
い
つ
頃
ど
の
よ
う
な
原
因
で
現
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

小
説
の
中
に
、
例
え
ば
、

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
だ
と
映
画
の
表
現
技
法
を
指
摘
す
る
に
は
、
前
提
と
し
て
、
こ

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
だ
、

う
し
た
表
現
に
読
者
の
ほ
う
が
馴
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
者
が
、
こ
の
よ
う
な
映
画
の
表
現
技
法
を
認
知
で
き
る
認
識
の
制

度
に
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
映
画
の
表
現
技
法
に
映
画
が
誕
生
し
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
読
者
が

31 

馴
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
で
は
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
映
画
の
表
現
技
法
が
、
映
画
に
と
っ
て
当
然
の
表
現
方
法
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で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
に
は
、
あ
る
程
度
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
日
本
の
無
声
映
画
は
、
活
動
弁
士
の
存
在
の
た
め
に
、
欧
米
映

画
と
同
じ
よ
う
に
映
画
の
表
現
技
法
が
発
達
は
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
た
め
に
日
本
で
は
、
映
画
の
表
現
技
法
に
非
常
に
注
目
す

る
時
期
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

一
九
一

O
年
の
後
半
か
ら
起
こ
っ
た
純
映
画
劇
運
動
の
時
期
で
あ
る
。

で
は
、

一
九
一

O

年
代
ま
で
の
日
本
の
映
画
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

一
本
の
写
真
の
場
面
数
は
た
い
て
い
一
七
、

入
場
面
か
ら
二
一
、
二
場
面
。

一
場
面
は
一
カ
所
に
カ
メ
ラ
を
固
定
し
た
ま
ま
の

全
景
乃
至
は
遠
景
で
、

二
分
も
三
分
も
回
す
。
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
は
な
い
。
映
画
館
で
は
鳴
物
入
り
で
、
陰
ゼ
リ
フ
と
い
っ
て

舞
台
劇
と
お
な
じ
よ
う
に
弁
士
が
何
人
も
つ
い
て
分
担
し
て
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
を
言
う
の
で
、
無
声
で
は
あ
る
が
映
画
の
中
で

も
登
場
人
物
た
ち
は
き
ち
ん
と
セ
リ
フ
を
言
っ
て
い
な
い
と
口
の
開
聞
が
合
わ
な
く
な
る
。
（
中
略
）
シ
ョ
ッ
ト
を
割
る
と
い
う
こ

と
は

の
ち
に
カ
ッ
ト
・
パ
ッ
ク
や
、
同
一
の
被
写
体
で
も
多
様
な
角
度
や
距
離
か
ら
見
直
す
と
い
う
映
画
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
と

し
て
発
達
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
始
め
の
こ
ろ
は
一
場
面
日
一
シ
ョ
ッ
ト
が
当
然
で
、

（

5
）
 

ト
が
挿
入
さ
れ
る
の
は
ご
ま
か
し
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
角
度
や
距
離
の
違
う
シ
ヨ
ツ

日
本
の
映
画
は
、
当
初
、
舞
台
劇
の
延
長
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
登
場
人
物
に
合
わ
せ
て
弁
士
が
セ
リ
フ
を
語
る
と
い
う
こ
と

が
行
わ
れ
て
い
た
。
観
客
の
ほ
う
で
も
、
映
像
よ
り
も
弁
士
の
語
り
に
関
心
を
向
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
欧
米
の
映
画
で

は
一
九

0
0年
代
か
ら
発
達
す
る
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
や
カ
ッ
ト
・
パ
ッ
ク
と
い
う
よ
う
な
映
画
の
表
現
技
法
が
、

日
本
で
は
弁
士
の

語
り
の
妨
げ
に
な
る
の
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、

日
本
の
映
画
の
観
客
が
、

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
や
カ
ッ
ト
・
パ
ッ
ク
と
い
う
よ
う
な
映
画
の
表
現
技
法
を
全
く



知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
欧
米
の
映
画
も
当
然
輸
入
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

日
本
の
映
画
の
観
客
も
映
画
の
表
現
技
法
に
注
目
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
方
田
犬
彦
氏
に
よ
れ
ば
、

日
本
の
映
画
で
も
一
九

0
0年
代
に
も
映
画
の
表
現
技
法
を
用
い
た
作
品
が
い
く
つ
か
見
い
だ
せ
る
と

い
う
。
『
新
不
如
婦
』
（
一
九

O
九
）
と
い
う
作
品
で
フ
ラ
ッ
シ
ュ
パ
ッ
ク
が
稚
拙
だ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
現
在
調
べ
ら
れ
う
る
も

（

6）
 

の
で
は
一
九
O
九
年
の
横
田
商
会
の
フ
ィ
ル
ム
に
シ
ョ
ッ
ト
を
割
る
と
い
う
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
た
と
い
う
報
告
が
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
意
識
的
に
欧
米
の
映
画
と
同
じ
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
映
画
製
作
が
行
わ
れ
た
の
は
、

一
九
一

0
年
代
後
半
の
純
映

画
劇
運
動
の
頃
で
あ
ろ
う
。

小説と f映画J

そ
の
純
映
画
劇
運
動
の
中
心
人
物
は
、
帰
山
教
正
で
あ
る
。
彼
は

一
九
一
七
年
に
『
活
動
写
真
劇
の
創
作
と
撮
影
法
』
と
い
う
映

画
の
理
論
書
を
書
き
、

そ
の
理
論
を
も
と
に
し
て
一
九
一
八
年
に
、
『
生
の
輝
き
』
『
深
山
の
乙
女
』
と
い
う
二
つ
の
映
画
を
制
作
す
る
。

帰
山
教
正
は
こ
の
二
作
品
で
、
ま
ず
、
き
ち
ん
と
し
た
シ
ナ
リ
オ
を
書
き
、

ス
タ
ッ
フ
や
俳
優
と
本
読
み
を
行
っ
た
。
主
演
の

花
柳
は
る
み
を
は
じ
め
、
女
の
役
に
は
女
優
を
採
用
し
た
。
主
要
な
セ
リ
フ
を
ス
ポ
l
ク
ン
・
タ
イ
ト
ル
と
し
て
挿
入
し
、
弁
士

が
説
明
し
な
く
て
も
ス
ト
ー
リ
ー
が
分
か
る
よ
う
に
し
た
。
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
や
ロ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
な
ど
、

サ
イ
ズ
の
違
う

（

7）
 

さ
ま
ざ
ま
な
シ
ョ
ッ
ト
に
シ
l
ン
を
分
割
し
て
、
舞
台
の
ひ
き
写
し
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
場
面
の
変
化
を
計
っ
た
。

こ
う
し
て
日
本
で
も
欧
米
の
映
画
と
同
じ
よ
う
な
方
法
で
撮
影
さ
れ
た
映
画
が
登
場
し
た
。
し
か
し
、
映
画
の
表
現
技
法
に
対
す
る

意
識
が
目
覚
め
た
の
は
、
映
画
の
制
作
者
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
当
時
の
映
画
の
熱
心
な
フ
ァ
ン
、

と
り
わ
け
欧
米
映
画
の
熱
心
な
フ

33 

ア
ン
で
あ
る
映
画
青
年
た
ち
は
、

日
本
の
映
画
に
も
欧
米
と
同
じ
よ
う
な
表
現
技
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
彼
ら
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は
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
や
カ
ッ
ト
・
パ
ッ
ク
と
い
っ
た
表
現
技
法
を
、
欧
米
映
画
に
見
る
こ
と
で
馴
れ
親
し
ん
で
お
り
、
映
画
技
法
に

対
し
て
か
な
り
敏
感
に
な
っ
て
い
た
。
映
画
批
評
家
の
飯
島
正
は
、
当
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

と
も
か
く
、
わ
れ
わ
れ
は
外
国
映
画
で
み
ご
と
な
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
か
、
当
時
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
言
葉
使
わ
な
い
か
ら
、

場
面
転
換
と
か
、
編
集
と
か
、
ま
あ
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
多
い
ね
。
戦
争
場
面
で
敵
と
昧
方
を
カ
ッ
ト
・
パ
ッ
ク
で
出
す
と
か
、
重

要
な
人
物
が
話
を
す
る
と
き
に
は
、

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
、
当
時
の
言
葉
で
い
え
ば
大
写
し
で
出
す
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
を
す

で
に
見
慣
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
と
も
か
く
表
現
技
術
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の
が
一
番
残
念
で
、
当
時
そ
れ
ば
っ
か
り
考
え
て

ミ
－
n

－
O

L
ナハ

で
す
か
ら
、
昔
の
日
記
を
見
る
と
、

旧
劇
の
何
と
か
い
う
映
画
に
は
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
が
一
つ
あ
っ
た
と
、
ち
ゃ
ん
と

書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
手
紙
が
イ
ン
サ
ー
ト
さ
れ
る
と
、
出
た
出
た
と
喜
ん
で
い
る
。
実
際
、

（

8）
 

そ
う
い
う
の
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。

い
じ
ら
し
い
く
ら
い
に

こ
の
よ
う
に
、
純
映
画
劇
運
動
が
起
こ
っ
て
い
た
一
九
一

0
年
代
後
半
か
ら
一
九
二

0
年
代
の
前
半
に
、

と
り
わ
け
映
画
の
表
現
技

法
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
映
画
表
現
に
注
目
す
る
言
説
は
、
映
画
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
も
盛
ん
に
な
る
。
こ
の

時
期
、
映
画
館
で
は
映
画
の
内
容
を
紹
介
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
兼
新
聞
を
出
し
て
い
た
が
、
飯
島
正
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
、
映
画
の
粗
筋
を
書
か
ず
に
映
画
論
ば
か
り
載
せ
て
い
た
と
い
う
。
飯
島
正
自
身
、
最
初
に
活
字
に
な
っ
た
も
の
が
「
純
映
画
劇
運

動
に
賛
成
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
井
出
錨
慮
が
主
幹
を
つ
と
め
た
「
活
動
之
世
界
』
と
い
う
雑
誌
は
、
純
映
画
劇
運

動
を
擁
護
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。

と
に
か
く
、
活
字
を
と
お
し
て
も
映
画
の
表
現
に
注
目
す
る
言
説
が
流
通
し

J

欧
米
の
映
画
で
用
い

ら
れ
て
い
る
表
現
技
法
が
映
画
に
お
い
て
は
当
然
の
技
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
人
々
の
聞
に
浸
透
し
始
め
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
の



で
あ
る
。
四
方
田
氏
は
、
純
映
画
劇
運
動
の
意
義
に
つ
い
て
、
単
に
表
現
技
法
が
改
良
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
な
く
、
「
映
画
を
め
ぐ
る

（

9）
 

認
識
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
組
替
え
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
映
画
は
舞
台
劇
と
似
た
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
認
識
か
ら
、
映
画
が
そ
れ
自
体
独
自
の
表
現
技
法
を
持
っ
た

一
つ
の
独
立
し
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
や
カ
ッ
ト
・
パ
ッ
ク
と
い
っ
た
映
画

の
表
現
技
法
は
、
欧
米
の
映
画
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
馴
馳
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
映
画
を
「
映
画
」
た
ら
し
め
る
一
種
の
記
号
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
「
映
画
」
の
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
映

画
劇
運
動
が
活
発
に
な
る
以
前
の
舞
台
劇
の
延
長
上
に
あ
っ
た
映
画
か
ら
、
欧
米
の
映
画
の
よ
う
な
表
現
技
法
を
用
い
た
映
画
を
「
映

小説と「映画」

画
」
で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
注
意
し
て
お
き
た
い
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
技
法
が
映
画
特
有
の
も
の
で
あ
る
と

こ
こ
で
証
明
し
た
い
の
で
は
な
い
。

一
九
二

O
年
前
後
に
映
画
に
対
す
る
人
々
の
認
識
の
制
度
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
映
画
」
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
た
人
々
が
小
説
を
読
む
と
ど
う
な
る
の
か
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
人
々
が
小
説
の
中
に
「
映
画
的
」

な
表
現
を
見
い
だ
す
読
者
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り

一
九
二

O
年
前
後
は
、
小
説
の
中
に
「
映
画
」
性
を
見
い
だ
す

読
者
の
誕
生
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
こ
の
制
度
は
読
者
に
と
っ
て
自
明
と
な
り
、

そ
れ
こ
そ
無
意
識
の
う
ち
に
こ
の
制
度

の
中
で
読
書
を
お
こ
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

一
九
二

O
年
前
後
に
成
立
し
た
、
映
画
に
対
す
る
認
識
の
制
度
の
な
か
に
現
在
の
読
者
も
い
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
例
と
し
て
、

こ
こ
で
は
芥
川
龍
之
介
の
「
影
」
と
い
う
作
品
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
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「
影
」
と
い
う
作
品
は
、
前
節
で
確
認
し
た
映
画
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
生
じ
て
い
た
時
期
の
一
九
二

O
年
に
書
か
れ
て
い
る
。

（日）

ま
た
、
こ
の
作
品
は
同
時
代
評
か
ら
「
過
去
と
現
実
と
た
く
み
に
縫
い
合
せ
て
、
活
動
写
真
的
場
面
を
描
い
て
い
る
」
と
言
わ
れ
、
現

在
の
研
究
で
も
、

三
島
譲
氏
が
「
「
横
浜
」
「
鎌
倉
」
と
い
う
地
名
を
付
さ
れ
た
場
面
転
換
と
と
も
に
交
互
に
あ
ら
わ
れ
、

さ
ら
に
妻
と

の
出
会
い
と
新
婚
の
日
の
あ
る
ひ
と
こ
ま
が
主
人
公
の
回
想
の
場
面
と
し
て
カ
ッ
ト
・
パ
ッ
ク
さ
れ
る
な
ど
、
こ
こ
に
は
い
か
に
も
〈
映

（日）

画
〉
的
な
工
夫
が
随
所
に
な
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
渡
謹
拓
氏
も
「
影
」
に
見
ら
れ
る
表
現
の
特
徴
を
映
画
の
影
響
で
は
な
い
か
と
の

（ロ）

べ
て
い
る
。
「
影
」
の
読
者
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
作
品
を
「
映
画
的
」
と
形
容
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
人
々
は
「
影
」
を
「
映
画
的
」
と

言
っ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
こ
で
、

は
じ
め
に
「
影
」

の
特
徴
的
な
表
現
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

横
浜

日
華
洋
行
の
主
人
陳
彩
は
、
机
に
背
広
の
両
肘
を
先
せ
て
、
火
の
消
え
た
葉
巻
を
脚
へ
た
侭
、
今
日
も
堆
い
商
用
書
類
に
、
繁

忙
な
眼
を
曝
し
て
ゐ
た
。

更
紗
の
窓
掛
け
を
垂
れ
た
部
屋
の
内
に
は
、
不
相
変
残
暑
の
寂
冥
が
、
息
苦
し
い
住
支
配
し
て
ゐ
た
。
そ
の
寂
冥
を
破
る
も
の

lま

ニ
ス
の
匂
の
す
る
戸
の
向
う
か
ら
、
時
々
此
処
へ
聞
こ
え
て
来
る
、

か
す
か
な
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ア
の
音
だ
け
で
あ
っ
た
。

書
類
が
一
山
片
づ
い
た
後
、
陳
は
ふ
と
何
か
思
ひ
だ
し
た
や
う
に
、
卓
上
電
話
の
受
話
器
を
耳
へ
当
て
た
。

「
私
の
家
へ
か
け
て
く
れ
給
へ
。
」



陳
の
唇
を
洩
れ
る
言
葉
は
、
妙
に
底
力
の
あ
る
日
本
語
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）

陳
は
受
話
器
を
元
の
位
置
に
戻
す
と
、
何
故
か
顔
を
曇
ら
せ
な
が
ら
、
肥
っ
た
指
に
燐
寸
を
摺
っ
て
、
嚇
へ
て
ゐ
た
葉
巻
を
吸

い
始
め
た
。

：
：
・
煙
草
の
煙
、
草
花
の
旬
、
ナ
イ
フ
や
フ
オ
ク
の
皿
に
触
れ
る
音
、
部
屋
の
隅
か
ら
湧
き
上
が
る
調
子
外
れ
の
カ
ル
メ
ン
の

音
楽
、

l
！
陳
は
さ
う
云
ふ
騒
ぎ
の
中
に

一
杯
の
麦
酒
を
前
に
し
な
が
ら
、
た
っ
た
一
人
程
然
と
、
卓
子
に
肱
を
つ
い
て
ゐ
る
。

（
中
略
）

小説と「映画」

カ
ツ
フ
エ
の
外
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
は
、
涼
し
い
夏
の
夜
風
が
流
れ
て
ゐ
る
。
陳
は
人
通
り
に
交
り
な
が
ら
、
何
度
も
町
の
空

の
星
を
仰
い
で
見
た
。
そ
の
星
も
皆
今
夜
だ
け
は
、
：
・

誰
か
の
戸
を
叩
く
音
が

一
年
後
の
現
実
へ
陳
彩
の
心
を
喚
ぴ
返
し
た
。

「
影
」
の
冒
頭
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
影
」
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
最
初
の
一
行
自
の
「
横
浜
」
。
こ
の
作
品
は
、
こ
の

よ
う
に
各
節
の
一
行
目
に
、
こ
の
よ
う
に
場
所
を
表
す
単
語
だ
け
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
語
り
手
の
視
点
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
に
対

し
て
外
的
視
点
を
と
る
。
数
個
所
、
人
物
の
内
的
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
引
用
の
後
半
に
あ
る
「
陳
は
：
：
：
星

を
仰
い
で
見
た
」
の
部
分
は
陳
彩
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
基
本
的
に
語
り
手
は
外
的
視
点
を
保
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
語
り
手
の
視
点
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
「
戸
の
向
う
か
ら
、
時
々
此
処
へ
聞
こ
え
て
来
る
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
陳
彩
の
近
く
に

位
置
し
、
そ
の
位
置
か
ら
、
生
じ
た
出
来
事
を
語
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
影
」
で
は
、
唐
突
に
場
面
の
転
換
が
行
わ
れ
る
。
引
用
の
中

37 



38 

で
も
、
「
：
：
：
」
で
固
ま
れ
た
部
分
は
、
陳
彩
の
回
想
場
面
で
あ
る
。
場
面
の
転
換
は
、
「
：
：
：
」
と
、

回
想
場
面
で
は
、
主
と
し
て
現

在
形
の
文
章
に
な
る
こ
と
だ
け
で
、
読
み
手
は
始
め
の
う
ち
、
こ
れ
が
回
想
場
面
で
あ
る
と
は
分
か
ら
な
い
。
回
想
の
場
面
が
終
わ
っ

た
所
で
、
「
一
年
後
の
現
実
へ
陳
彩
の
心
を
喚
ぴ
返
し
た
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
：
：
：
」
で
固
ま
れ
た
部
分
が
回
想
の
場

面
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
転
換
の
方
法
は
、
「
影
」
に
と
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
影
」
で
は
異
な

る
時
間
、
異
な
る
場
所
の
情
報
が
断
片
的
に
語
ら
れ
る
。

「
影
」
の
表
現
の
特
徴
を
ま
と
め
れ
ば
、
語
り
手
の
視
点
が
制
限
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
視
点
は
基
本
的
に
は
人
物
や
事
物
を
外
部
か

ら
眺
め
る
立
場
に
あ
り
、
人
物
の
内
面
を
直
接
語
る
こ
と
を
抑
制
し
表
情
や
振
る
舞
い
を
語
る
こ
と
で
読
み
子
に
暗
示
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
語
り
手
は
読
み
子
に
対
し
断
片
化
し
た
場
面
を
語
り
、
時
間
や
場
所
を
行
っ
た
り
来
た
り
さ
せ
、
読
み
手
は
断
片
的
な
場
面
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
物
語
内
容
を
把
握
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
影
」
の
表
現
を
、
映
画
の
表
現
技
法
の
模
倣
だ
と
言
う
。
そ
の
原
因
に
、
テ
ク
ス
ト
の
構
成
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
影
」

の
最
後
は
、
「
東
京
」
で
「
突
然
『
影
』
の
映
画
が
消
え
た
時
、
私
は
一
人
の
女
と
一
し
ょ
に
、
或
活
動
写
真
館
の
ボ
ッ
ク
ス
の
椅
子
に

坐
っ
て
ゐ
た
。
」
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
い
た
「
影
」
の
物
語
が
、
実
は
「
私
」
が
見
て
い
た
映
画
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
。
三
好
行
雄
氏
は
、

（

M
H）
 

こ
の
一
節
を
「
無
用
の
落
ち
」
で
あ
る
と
し
、
渡
遺
拓
氏
も
こ
の
意
見
に
賛
成
し
て
い
る
。
物
語
の
内
容
か
ら
言
え
ば
、
確
か
に
こ
の

節
は
余
計
な
部
分
で
あ
る
。
だ
が
、
読
者
は
こ
の
節
に
注
目
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
影
」
の
表
現
の
特
徴
が
、
実
は
映
画
の
模
倣

で
あ
っ
た
と
読
ん
で
し
ま
う
。
三
島
譲
氏
は
、
「
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
引
く
の
は
、
こ
の
話
は
「
私
」
の
見
て
い
た
映
画
だ
っ
た
と

い
う
最
後
の
種
あ
か
し
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
小
説
「
影
」
の
〈
方
法
〉
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
部
分
に
注
目
し
先
に
紹
介
し
た
よ



う
に
「
影
」
が
「
〈
映
画
〉
的
な
工
夫
が
随
所
に
な
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
し
、
渡
遺
拓
氏
も
、
こ
の
節
か
ら
「
影
」
の
表
現
の
特
徴
を

「
映
画
の
影
響
に
よ
る
」
と
し
、
「
断
片
化
し
た
場
面
を
繋
い
で
い
く
手
法
な
ど
は
、
当
時
外
国
映
画
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
モ
ン
タ
l

ジ
ュ
の
手
法
を
模
し
た
も
の
」
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
芥
川
が
、
映
画
の
模
倣
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
た
め
に
こ
の
節
を
書

い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
節
は
読
者
に
「
影
」
の
表
現
が
「
映
画
的
」
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
影
」
を
映
画
の
影
響
を
受
け
て
芥
川
が
書
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
芥
川
は
激
石
と
ち
が
っ
て
映
画

に
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
は
、
谷
崎
が
脚
本
を
書
い
た
映
画
『
蛇
性
の
姪
』
を
見
て
、

そ
の
映
画
の
表
現
が
「
同
じ

小説と「映画」

方
面
か
ら
ば
か
り
写
し
て
あ
る
」
こ
と
に
不
満
で
、
「
も
っ
と
方
々
か
ら
撮
影
し
て
、
立
体
的
な
感
じ
を
出
し
て
ゐ
た
ら
」
と
注
文
を
出

（日）

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
純
映
画
劇
運
動
の
目
指
し
て
い
た
も
の
、
飯
島
正
の
よ
う
な
映
画
青
年
た
ち
が
望
ん
で
い
た
こ
と
と
同
じ
で
あ

る
。
芥
川
は
映
画
の
表
現
技
法
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芥
川
が
映
画
の
表
現
技
法
に
影
響
を
受
け
た
と
い
う
指

摘
は
注
目
さ
れ
て
も
良
い
。
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
「
無
用
」
と
も
思
え
る
「
東
京
」
の
場
面
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
が

読
者
に
「
影
」
の
表
現
を
「
映
画
的
」
に
読
ま
せ
る
よ
う
に
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
を
述
べ
る
前
に
問
題
な
の
は
、
「
影
」
に
見
ら
れ
た
表
現
の
特
徴
が
本
当
に
「
映
画
的
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
カ
ッ
ト
・
パ
ッ
ク
と
い
っ
た
表
現
技
法
が
映
画
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
正
当
化
す
る
も
の
は

な
い
。
「
影
」
に
見
ら
れ
た
表
現
は
、
ど
の
小
説
に
も
見
い
だ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
な
ぜ
「
映
画
的
」
だ
と
特
権
的
に
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
「
影
」
の
表
現
を
「
映
画
的
」
と
評
す
る
論
者
は
、
「
映
画
」
と
は
何
か
、
「
文
学
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い

を
隠
蔽
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
映
画
的
」
と
い
う
言
葉
は
一
九
二

0
年
代
に
成
立
し
た
映
画
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
ず
、
論
者
は
そ
れ
を

39 

小
説
の
読
み
の
中
に
あ
て
は
め
た
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
「
影
」
の
研
究
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
「
映
画
的
」
と
い
う
言
葉
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は
、
恋
意
的
で
あ
り
私
的
な
読
み
の
結
果
か
ら
生
じ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
、
蓮
賓
重
彦
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

（凶）

の
「
凡
庸
化
」
で
し
か
な
い
。

思
考

と
す
れ
ば
、
「
無
用
」
に
思
え
た
「
東
京
」
の
場
面
が
「
影
」
に
「
映
画
」
を
見
い
だ
す
読
者
を
強
烈
に
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
実

は
「
私
」
と
「
女
」
が
「
活
動
写
真
館
」
で
見
て
い
た
映
画
は
、
「
私
」
が
見
て
い
た
と
思
っ
て
い
た
『
影
』
と
い
う
「
映
画
」
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
女
」
か
ら
子
渡
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
『
影
』
と
い
う
標
題
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
私
」
は
「
お

れ
は
夢
を
見
て
ゐ
た
の
か
な
。
そ
れ
に
し
て
も
眠
っ
た
覚
え
の
な
い
の
は
妙
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
語
る
。
す
な
わ
ち
「
私
」
日
読
者
が
「
活

動
写
真
館
」
日
制
度
の
中
で
見
た
「
映
画
」
は
、
幻
想
で
し
か
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
「
影
」
と
い
う
小
説
の
中
に
「
映
画
」
を
見
い
だ
す

読
者
を
、

そ
れ
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
テ
ク
ス
ト
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
「
影
」
と
い
う
小
説
の
表
現
が
「
映
画
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
小
説
の
表
現
を
「
映
画
的
」
だ
と
読
ん
で

し
ま
う
こ
と
が
、
歴
史
的
文
化
的
に
作
ら
れ
た
産
物
で
あ
り
、

そ
れ
を
正
当
化
す
る
「
知
」
は
存
在
し
な
い
。
読
者
は
制
度
の
中
に
存

在
し
、
制
度
の
中
で
読
書
を
行
っ
て
い
る
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
読
者
は
、
映
画
の
存
在
以
前
の
小
説
に
も
、
作
家
が
映
画
の
影
響
を
受

け
て
い
な
く
て
も
、

ど
ん
な
小
説
の
中
に
も
「
映
画
的
」
な
表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
う
し
て
小
説
の

中
に
「
映
画
」
を
見
る
の
は

幻
に
す
ぎ
な
い
。
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