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ま
り
は
日
本
で
最
初
の
全
国
的
規
模
の
反
核
運
動
を
引
き
起
こ
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
当
時
〈
核
〉
に
関
す
る
多
く
の
映
画
作
品
が

次
々
と
製
作
・
公
開
さ
れ
た
。
黒
澤
明
の
『
生
き
も
の
の
記
録
』（
一
九

五
五
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
本
作
は
現
実
の

〈
核
〉
問
題
や
社
会
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
そ
の
是
非
を
評
価
さ
れ
、

具
体
的
な
作
品
分
析
は
未
だ
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い（

3
）。
そ
こ
で
本
稿

は
内
在
的
な
テ
ク
ス
ト
分
析
の
作
業
に
よ
っ
て
、
当
時
の
批
評
が
見
過
ご

し
、
今
な
お
語
ら
れ
て
い
な
い
本
作
特
有
の
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
の
在
り
様

を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
恐
怖
が
見

過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
、
敗
戦
と
占
領
を
経
た
戦
後
日
本
の
言

説
配
置
の
点
か
ら
考
察
し
直
し
た
い
。

は
じ
め
に

　

一
九
五
四
年
三
月
一
日
、
南
太
平
洋
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
で
の
ア
メ
リ
カ

の
水
爆
実
験
に
よ
っ
て
、
危
険
区
域
外
を
操
業
し
て
い
た
日
本
の
マ
グ
ロ

漁
船
の
乗
組
員
二
十
三
名
が
被
曝
す
る
。
こ
の
第
五
福
竜
丸
事
件
は
新

聞
・
ラ
ジ
オ
を
賑
わ
せ
、
継
続
さ
れ
る
水
爆
実
験
や
各
地
で
水
揚
げ
さ
れ

た
魚
や
雨
水
か
ら
も
放
射
能
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
等
が
連
日
報
道
さ
れ
続

け
た
。
折
し
も
こ
の
時
期
は
占
領
中
に
敷
か
れ
て
い
た
連
合
国
軍
最
高
司

令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
検
閲
体
制
解
除
後
、
漸
く
多
く
の
日
本
人

が
グ
ラ
フ
雑
誌
等
で
広
島
・
長
崎
の
被
害
の
実
態
を
目
に
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
て
間
も
な
い
頃
で
も
あ
り（

2
）、
結
果
、〈
核
〉
へ
の
関
心
の
高

論
説黒

澤
明
『
生
き
も
の
の
記
録
』
に
お
け
る
〈
核
〉（

1
）

へ
の
恐
怖
を
蔽
う
も
の
に
つ
い
て

片
岡
佑
介
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動
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
杉
並
区
の
婦
人
団

体
か
ら
始
ま
り
、
延
べ
三
千
二
百
万
人
に
も
達
し
た
全
国
的
な
署
名
運
動

に
よ
っ
て
原
水
爆
禁
止
日
本
協
議
会
を
発
足
さ
せ
た
原
水
禁
運
動
は
、
紛

れ
も
な
く
民
衆
運
動
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
実
際
、
映
画
評
論
家

の
瓜
生
忠
夫
は
「
原
水
爆
禁
止
の
民
衆
運
動
」
に
言
及
し
つ
つ
、
原
水
爆

問
題
に
向
き
合
う
に
は
「
抗
議
の
主
体
と
な
る
べ
き
集
団
的
力
の
形
象

化
」
が
必
須
で
あ
る
が
、「
こ
の
作
品
で
一
番
の
欠
陥
は
、
国
民
的
観
点

と
い
う
も
の
の
弱
さ
」
だ
と
評
し
て
い
る（

10
）。

　

こ
の
よ
う
な
「
国
民
的
観
点
」
の
重
要
性
に
関
す
る
指
摘
は
、
や
は
り

当
時
の
運
動
紙
『
原
水
爆
禁
止
署
名
運
動
全
国
ニ
ュ
ー
ス
』
に
も
散
見
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
五
四
年
一
〇
月
一
五
日
の
紙
面
で
は
、

「
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
以
来
、
日
本
国
民
」
の
「
耐
え
忍
ん
で
き

た
」「
苦
し
み
」
が
「
ビ
キ
ニ
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
一
時
に
せ
き

を
き
っ
て
落
と
し
た
よ
う
に
流
れ
は
じ
め
た
」「
国
民
感
情
の
奔
流
」
と

し
て
署
名
運
動
を
捉
え
な
い
限
り
、「
国
民
運
動
の
本
質
を
正
し
く
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る（

11
）。
そ
し
て
こ
の
理
解
に

お
い
て
「
個
人
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
は
「
全
国
民
の
清
ら
か
な
統
一
運
動
を

む
ざ
ん
に
傷
つ
け
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

12
）。

『
生
き
も
の
の
記
録
』
に
対
す
る
当
時
の
批
評
に
は
、
こ
う
し
た
〈
核
〉

を
巡
る
当
時
の
言
説
が
作
用
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。「
は
じ
め
か
ら
超

人
」
な
上
に
喜
一
が
恐
怖
し
て
い
く
過
程
や
家
族
と
の
和
解
も
提
示
さ
れ

1
　
映
画
公
開
時
の
批
評
　

―
　

国
民
的
観
点

　

議
論
に
先
立
っ
て
映
画
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
よ
う
。
町
工
場
の
社

長
・
喜
一
老
人
が
、
放
射
能
を
避
け
る
べ
く
、
全
財
産
を
投
じ
て
妾
た
ち

を
も
含
め
た
近
親
者
全
員
で
の
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
を
計
画
す
る
。
こ
れ
に
反

対
す
る
家
族
は
喜
一
を
家
庭
裁
判
所
に
訴
え
る
。
家
裁
の
参
与
員
兼
歯
科

医
・
原
田
は
喜
一
に
理
解
を
示
す
も
、
や
む
な
く
準
禁
治
産
の
判
決
が
下

さ
れ
、
恐
怖
を
募
ら
せ
た
喜
一
は
遂
に
自
ら
工
場
に
火
を
放
っ
て
精
神
病

院
に
収
容
さ
れ
る
。
原
田
が
病
室
の
喜
一
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
で
映
画
は
幕

を
閉
じ
る
。
で
は
当
時
の
批
評
は
映
画
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
か
。

　

批
評
家
達
の
反
応
は
概
し
て
芳
し
く
な
く
、
現
に
本
作
は
黒
澤
作
品
中
、

興
行
的
に
最
も
失
敗
し
た
作
品
と
な
る
。
注
目
す
べ
き
は
多
く
の
論
者
が

そ
の
原
因
を
「
は
じ
め
か
ら
超
人
」
の
喜
一
に
「
同
情
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
」
と
い
う
点
に
帰
し
て
い
る
こ
と
だ（

4
）。
例
え
ば
物
理
学
者
の
武
谷

三
男
は
「
喜
一
の
恐
怖
と
行
動
は
、
あ
ま
り
に
奇
矯
で
あ
り
、
と
う
と
つ

で
あ
り
、
大
衆
の
今
日
も
っ
て
い
る
恐
怖
心
に
ひ
び
い
て
来
な
い（

5
）」
と

述
べ
て
い
る
が
、
同
様
に
他
の
論
者
も
喜
一
を
「
庶
民
性（

6
）」
や
「
私
た

ち
善
良
な
一
般
大
衆（

7
）」
等
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、「
民
衆
と
の
共
感
の
喪

失（
8
）」
を
映
画
な
い
し
作
家
の
不
備
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る（

9
）。

　

こ
の
「
庶
民
」
や
「
大
衆
」
を
強
調
す
る
観
点
は
、
当
時
の
原
水
禁
運
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召
喚
の
電
話
を
受
け
た
原
田
が
家
裁
を
訪
れ
る
と
、
家
族
ら
し
き
数
名
の

男
女
が
口
論
を
し
て
い
る
。
部
屋
の
中
央
に
い
る
「
お
父
さ
ん（

14
）」
と
呼

ば
れ
る
男
性
（
喜
一
）
は
終
始
、
扇
子
で
バ
タ
バ
タ
音
を
立
て
な
が
ら
怒

鳴
り
散
ら
し
、
し
ま
い
に
机
を
ド
ン
と
叩
い
て
湯
呑
み
を
ガ
チ
ャ
リ
と
倒

す
と
「
お
母
さ
ん
」
が
泣
き
崩
れ
て
家
族
は
押
し
黙
る
。
と
こ
ろ
が
別
の

男
性
（
参
与
員
・
堀
弁
護
士
）
が
割
っ
て
入
り
、
家
裁
の
「
第
三
者
」
と

し
て
の
役
割
を
講
釈
し
始
め
る
や
騒
音
は
一
気
に
弱
ま
り
、
家
族
に
促
さ

れ
「
お
父
さ
ん
」
は
呟
き
な
が
ら
退
室
す
る
。
残
さ
れ
た
原
田
と
堀
に
事

件
の
概
要
を
説
明
す
べ
く
荒
木
判
事
が
申
立
書
を
読
み
上
げ
る
。
そ
の
声

が
「
原
子
爆
弾
、
水
素
爆
弾
、
及
び
同
放
射
能
…
…
」
と
い
う
件
に
至
る

や
突
如
、
申
立
書
の
文
字
が
二
重
写
し
で
画
面
全
体
に
覆
い
被
さ
る
。
画

面
は
文
字
を
残
し
た
ま
ま
室
内
の
荒
木
か
ら
廊
下
の
喜
一
に
切
り
替
わ
り
、

続
い
て
喜
一
を
中
心
に
長
椅
子
に
座
る
近
親
者
一
同
が
映
さ
れ
る
。
こ
の

間
の
音
声
は
荒
木
の
声
の
み
で
あ
り
、
読
み
上
げ
が
終
わ
る
と
文
字
も
消

え
る
。

　

前
半
部
で
は
事
態
の
仔
細
が
不
明
な
た
め
、
観
客
は
ま
ず
意
味
の
統
御

さ
れ
な
い
不
快
な
騒
音
に
晒
さ
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
実
際
の
音
源
を
劇

場
の
ス
ピ
ー
カ
ー
と
す
る
ノ
イ
ズ
が
画
面
内
の
想
像
上
の
音
源
に
繫
留
さ

れ
る
こ
と
で
、
意
味
不
明
な
音
は
そ
れ
ぞ
れ
扇
子
や
机
の
音
と
な
り
、
か

つ
そ
れ
ら
の
音
が
喜
一
の
い
る
物
語
空
間
の
拡
が
り
と
音
の
発
生
者
／
騒

動
の
焦
点
と
し
て
の
喜
一
を
立
ち
上
げ
る
。
他
方
、
弁
護
士
と
判
事
で
あ

な
い
映
画
に
、「
民
衆
と
の
共
感
」
に
よ
る
「
国
民
感
情
の
奔
流
」
な
ど

望
む
べ
く
も
な
い
。
故
に
本
作
は
「「
悲
劇
」
の
主
人
公
を
と
り
ち
が

え（
13
）」
た
失
敗
作
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
「
国
民
的
観

点
」
か
ら
は
共
感
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
喜
一
の
恐
怖
の
特
異
性
だ
っ

た
と
し
た
ら
ど
う
か
。
い
や
、
む
し
ろ
こ
の
「
国
民
的
観
点
」
こ
そ
が
喜

一
の
恐
怖
を
抑
圧
し
、
見
え
な
い
も
の
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と

す
れ
ば
、
こ
の
抑
圧
さ
れ
た
恐
怖
を
改
め
て
現
出
さ
せ
る
に
は
テ
ク
ス
ト

自
体
を
丹
念
に
読
み
解
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
以
下
よ
り
作
品
分
析

に
着
手
す
る
。
そ
の
際
ま
ず
は
映
画
の
構
造
に
着
目
し
、
従
来
の
喜
一
／

家
族
、「
超
人
」
／
「
大
衆
」
と
い
っ
た
物
語
内
容
や
社
会
状
況
に
基
づ

い
た
対
立
関
係
を
、
あ
く
ま
で
映
像
と
音
声
に
根
差
し
て
読
み
直
し
て
い

き
た
い
。
議
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
物
語
的
な
対
立
と
は
裏
腹
に
両
者
の

表
象
形
式
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
表
象
形
式
の
立
ち
上
げ
る
も

の
が
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
お
い
て
も
喜
一
の
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
を
抑
圧
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

2
　
作
品
分
析
一
　

―
　

身
体
な
き
声
／
声
な
き
身
体

　

そ
れ
で
は
家
裁
で
の
申
立
書
読
み
上
げ
の
場
面
か
ら
見
て
い
こ
う
。
冒

頭
の
こ
の
シ
ー
ン
は
登
場
人
物
な
い
し
そ
の
利
害
関
係
を
明
確
に
す
る
と

同
時
に
、〈
核
〉
へ
の
最
初
の
言
及
も
な
さ
れ
る
重
要
な
場
面
と
い
え
る
。
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か
獲
得
す
る
」
と
い
う（

17
）。
更
に
シ
オ
ン
は
、
音
が
再
現
で
き
な
い
サ
イ

レ
ン
ト
映
画
期
に
、
音
の
代
理
と
し
て
音
源
と
な
る
物
体
の
映
像
を
二
重

写
し
で
重
ね
る
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る（

18
）。

　

右
の
説
を
踏
ま
え
る
と
、
不
完
全
な
荒
木
の
Ｖ
・
Ｏ
は
、
自
身
の
権
力

の
根
拠
と
し
て
、
感
染
源
で
あ
る
完
全
な
ア
ク
ス
メ
ー
ト
ル
に
依
拠
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
感
染
源
と
は
荒
木
に
自
ら
を
読
む
こ
と
を
促

す
申
立
書
の
文
字
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
聴
取
さ
れ
た
荒
木
の
Ｖ
・
Ｏ
と

二
重
写
し
の
申
立
書
の
文
字
は
、「
掟
で
あ
る
か
の
よ
う
」
な
声
の
権
力

を
仮
構
す
る
。
そ
し
て
そ
の
権
力
を
付
与
さ
れ
た
荒
木
の
Ｖ
・
Ｏ
が
準
禁

治
産
即
ち
喜
一
の
財
産
権
の
剝
奪
を
発
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
準
禁
治

産
を
共
同
で
申
立
て
、
互
い
に
よ
り
多
く
の
財
産
を
得
る
べ
く
牽
制
し
合

う
家
族
ら
が
、「
裁
判
所
の
許
可
」
や
「
違
法
行
為
」
と
い
っ
た
法
に
依

拠
し
た
言
葉
を
共
通
し
て
用
い
る
の
も
、
彼
ら
が
こ
の
権
力
の
傘
下
に
与

し
て
い
る
か
ら
と
い
え
よ
う（

19
）。
以
降
、
映
画
で
は
喜
一
を
準
禁
治
産
と

す
べ
き
か
否
か
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
議
論
で
準
禁
治
産

と
対
立
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
が
、
映
画
的
表
象
作
用
を
伴
っ
て
初
め
て
提

示
さ
れ
る
シ
ー
ン
を
確
認
し
た
い
。

　

申
立
書
の
場
面
の
後
、
自
宅
に
い
る
家
族
の
も
と
に
喜
一
が
謎
の
老
人

を
連
れ
て
来
る
。
老
人
は
無
言
の
ま
ま
徐
に
荷
物
か
ら
映
写
機
を
取
り
出

し
、
壁
に
映
像
を
投
射
し
始
め
る
。
訝
る
家
族
と
喜
一
が
見
る
壁
の
映
像

は
、
広
大
な
農
場
と
働
く
人
々
を
映
す
。
す
る
と
老
人
が
映
像
を
指
差
し

る
堀
と
荒
木
は
、
ノ
イ
ズ
に
代
わ
っ
て
ク
リ
ア
な
声
を
響
か
せ
る
点
で
も

喜
一
と
対
照
的
で
あ
り
、
と
り
わ
け
二
重
写
し
の
場
面
で
は
画
面
で
扇
子

を
扇
ぐ
喜
一
の
音
が
一
切
聞
こ
え
な
い
た
め
、
画
面
全
体
を
覆
う
文
字
と

そ
れ
を
読
み
上
げ
る
声
と
が
あ
た
か
も
喜
一
を
封
じ
て
い
る
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。
荒
木
の
身
体
に
繫
留
さ
れ
て
い
た
こ
の
声
は
、
画
面
が
廊
下

の
喜
一
ら
に
切
り
替
わ
る
や
ヴ
ォ
イ
ス
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
（
以
下
Ｖ
・
Ｏ
）

と
し
て
機
能
し
始
め
、
音
声
的
注
釈
に
よ
っ
て
事
の
顚
末
（〈
核
〉
に
恐

怖
し
た
喜
一
が
全
財
産
を
投
じ
た
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
を
計
画
。
反
対
す
る
家

族
が
準
禁
治
産
を
申
立
て
た
）
を
観
客
に
伝
達
し
、
遡
及
的
に
前
半
部
を

意
味
形
成
し
直
す
。

　

こ
の
Ｖ
・
Ｏ
に
関
し
て
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
オ
ン
の
議
論
を
参
照
し
た
い
。

シ
オ
ン
は
、『
天
国
と
地
獄
』（
一
九
六
三
）
の
脅
迫
電
話
を
通
じ
て
し
か

登
場
し
な
い
誘
拐
犯
の
声
の
よ
う
に
、
発
声
者
の
身
体
が
未
だ
見
え
ず
、

影
等
を
通
じ
て
し
か
現
れ
な
い
有
力
な
存
在
の
声
を
「
ア
ク
ス
メ
ー
ト
ル

〔acousm
être

〕」
と
名
付
け
て
い
る（

15
）。
ア
ク
ス
メ
ー
ト
ル
は
画
面
の

身
体
に
繫
留
さ
れ
な
い
こ
と
で
「
同
時
に
内
部
で
も
外
部
で
も
あ
る
〔
画

面
の
〕
表
面
を
漂
い
」、
そ
の
た
め
「
偏
在
性
」
と
「
す
べ
て
を
見
通
す
」

力
を
備
え
、「
掟
で
あ
る
か
の
よ
う
に
現
れ
る
」（16
）。
先
の
二
重
写
し
の
場

面
で
荒
木
の
身
体
を
「
一
時
的
に
留
守
に
し
た
」
声
は
、
シ
オ
ン
が
「
既

に
視
覚
化
さ
れ
た
ア
ク
ス
メ
ー
ト
ル
」
と
呼
ぶ
変
種
に
相
当
す
る
が
、
こ

の
変
種
は
「
感
染
す
る
こ
と
で
完
全
な
ア
ク
ス
メ
ー
ト
ル
の
権
力
を
幾
分
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ジ
は
、
異
質
で
偏
在
的
な
老
人
で
は
な
く
、
老
人
を
家
父
長
と
す
る
家
族

の
映
像
と
し
て
看
取
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
一
連
の
場
面
は
後
に
台
詞
で

語
ら
れ
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
「
農
場
の
持
主
で
、
日
本
に
帰
り
た
が

っ
と
る
」
移
民
の
家
父
長
の
老
人
と
の
「
財
産
の
物
々
交
換
」
に
よ
る
移

住
計
画
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
サ
イ
レ
ン
ト
映
像
は
、「
交
換
」
の

単
位
で
あ
り
何
よ
り
家
父
長
の
権
威
の
拠
り
所
で
あ
る
「
家
」
族
の
イ
メ

ー
ジ
を
暗
黙
の
内
に
伝
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
映
画
を
牽
引
す
る
準
禁
治
産
と
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
の
モ
チ

ー
フ
は
、
ア
ク
ス
メ
ー
ト
ル
と
無
言
の
人
物
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

両
者
は
映
画
を
構
成
す
る
聴
覚
的
／
視
覚
的
表
象
の
い
ず
れ
か
を
互
い
に

欠
い
て
い
る
た
め
、
音
と
映
像
が
想
像
的
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
で
構
築
さ

れ
る
物
語
空
間
に
明
確
な
位
置
を
持
た
ず
、
そ
れ
が
両
者
を
特
別
な
存
在

た
ら
し
め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
両
者
は
相
補
的
と
い
え
る
。
さ
し
あ
た

っ
て
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
各
々
の
場
面
で
最
終
的
に
立
ち
上
げ
ら
れ

る
法
の
声
と
家
族
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
物
語
空
間
と
は
異
質
な
表
面
に
君
臨

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
申
立
書
の
Ｖ
・
Ｏ
と
壁
に
投
射
さ
れ
た
純
然

た
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
い
ず
れ
も
物
語
空
間
に
身
体
を
持
た
な
い
。
故
に

両
者
は
「
不
死
身
〔invulnerability

〕」
で
あ
り
、
あ
る
種
の
権
威
を
付

与
さ
れ
る
と
い
え
よ
う（

22
）。
こ
の
物
語
空
間
内
／
外
の
境
界
を
漂
う
表
面

の
権
力
が
、
準
禁
治
産
と
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
と
い
う
物
語
の
対
立
軸
を
立
ち

上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
の
表
象
形
式
は
相
補
的
な
だ
け
で

「
よ
う
見
て
つ
か
あ
さ
い
、
あ
れ
が
あ
ん
た
方
の
家
じ
ゃ
け
ん
」
と
語
る
。

見
る
家
族
の
切
り
返
し
を
挟
ん
で
、
壁
の
映
像
は
観
客
の
見
る
ス
ク
リ
ー

ン
に
嵌
め
込
ま
れ
た
か
た
ち
で
大
写
し
に
な
り
、
大
き
な
家
を
背
景
に
大

勢
の
男
女
や
子
ど
も
に
囲
ま
れ
て
こ
ち
ら
に
手
を
振
る
笑
顔
の
先
の
老
人

が
映
る
。

　

再
び
シ
オ
ン
を
参
照
す
る
と
、
彼
は
「
身
体
な
き
声
」
た
る
ア
ク
ス
メ

ー
ト
ル
の
「
片
割
れ
」
と
し
て
、「
声
な
き
身
体
」
で
あ
る
「
無
言
の
人

物
」
を
位
置
づ
け
て
い
る（

20
）。
声
を
発
し
な
い
無
言
の
人
物
は
、
物
語
の

「
探
求
の
鍵
と
な
る
究
極
の
一
言

0

0

0

0

0

を
匿
っ
て
い
る
よ
う
に
推
定
さ
れ
」
る

ば
か
り
か
、「
声
に
縛
り
付
け
ら
れ
な
い
」
が
故
に
「
空
間
に
お
け
る
境

界
の
不
明
瞭
な
位
置
を
占
め
、
い
つ
で
も
画
面
外
か
ら
出
現
す
る
よ
う
に

見
え
る
」（21
）。
先
の
場
面
の
老
人
は
疑
惑
の
な
か
発
話
へ
の
期
待
が
引
延

ば
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
短
い
間
で
は
あ
れ
無
言
の
人
物
と
呼
ん
で
差
し
支

え
な
い
だ
ろ
う
。
彼
が
名
前
を
持
た
な
い
点
も
シ
オ
ン
の
挙
げ
る
特
徴
に

当
て
は
ま
る
。
そ
の
無
言
の
老
人
が
発
話
に
よ
っ
て
沈
黙
を
破
る
と
、
そ

れ
ま
で
老
人
の
背
中
越
し
に
見
え
て
い
た
壁
の
映
像
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
覆

い
被
さ
り
、
今
度
は
十
六
ミ
リ
・
フ
ィ
ル
ム
の
サ
イ
レ
ン
ト
映
像
で
無
言

の
老
人
が
現
れ
る
。
ま
る
で
老
人
は
喜
一
ら
の
居
る
「
家
」
か
ら
、
壁
の

映
像
に
と
っ
て
Ｖ
・
Ｏ
に
相
当
す
る
声
を
経
由
し
て
、
サ
イ
レ
ン
ト
映
像

の
内
部
へ
と
「
出
現
」
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
「
家
」
の

前
に
整
列
す
る
男
女
を
家
族
写
真
の
如
く
映
し
た
様
式
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
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を
示
す
よ
う
で
い
て
、
し
か
し
こ
の
結
末
は
、
表
面
の
権
力
の
次
元
で
考

え
れ
ば
両
者
に
と
っ
て
の
折
衷
案
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
法
の
声
に
と
っ

て
は
、
保
佐
人
の
母
親
が
喜
一
の
説
得
で
準
禁
治
産
を
取
消
す
か
も
し
れ

な
い
中
、
工
場
は
失
っ
た
も
の
の
精
神
病
院
へ
収
容
さ
れ
た
喜
一
の
財
産

権
は
失
効
さ
れ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
し
、
家
族
イ
メ
ー
ジ
に
と
っ
て
は
、
ブ

ラ
ジ
ル
移
住
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
喜
一
の
病
室
か
ら
出
て
き

た
家
族
は
、
母
親
を
中
心
に
肩
を
寄
せ
合
っ
て
無
言
の
ま
ま
悲
し
み
に
暮

れ
る
と
い
う
、
自
ら
の
ネ
ガ
像
を
再
現
し
て
い
る
か
ら
だ（

24
）。
た
と
え
物

語
空
間
の
個
人
の
財
産
が
失
わ
れ
よ
う
と
も
、
表
面
を
覆
っ
て
い
た
法
の

声
と
家
族
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
喜
一
を
排
除
し
つ
つ
互
い
の
目
的
を
達
成
し

合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
身
体
な
き
声
／
声
な
き
身
体
と
い
う
相
補
的
な
表
象

形
式
に
よ
る
財
産
の
物
語
を
追
っ
て
き
た
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
は
こ
の

表
象
形
式
に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
ら
れ
る
表
面
の
権
力
が
如
何
に
喜
一
の

〈
核
〉
へ
の
恐
怖
を
抑
圧
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で

次
節
で
は
、
喜
一
の
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
が
ど
の
よ
う
な
表
象
を
も
っ
て
映

画
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
表
面
の
権
力
と
如
何
に

し
て
邂
逅
す
る
の
か
確
認
し
て
い
き
た
い
。

3
　
作
品
分
析
二
　

―
　

明
滅
す
る
光

対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
対
立
す
る
の
は
、
た
だ
物
語
内

容
の
次
元
で
の
こ
と
だ
。

　

物
語
内
容
の
次
元
で
考
え
れ
ば
、
喜
一
の
財
産
権
を
失
効
さ
せ
る
準
禁

治
産
と
家
父
長
同
士
の
財
産
交
換
に
よ
る
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
は
、
当
然
、
相

容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
対
立
は
あ
く
ま
で
財
産
を
争
点

と
す
る
対
立
で
あ
っ
て
〈
核
〉
に
関
し
て
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
家
裁

の
判
決
に
関
す
る
荒
木
・
堀
・
原
田
の
議
論
で
は
、
結
局
、
準
禁
治
産
と

い
う
「
一
般
論
」
的
な
法
則
を
適
用
す
る
だ
け
で
〈
核
〉
は
放
置
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
り
、
喜
一
の
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
も
実
の
と
こ
ろ
「
水
爆
に
対
し
て

絶
対
安
全
な
場
所
な
ん
か
、
地
球
の
上
に
ゃ
あ
り
ゃ
し
ま
せ
ん
よ
」
と
指

摘
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、〈
核
〉
へ
の
対
策
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
こ
こ
で
の
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
十
六
ミ
リ
・
フ
ィ
ル
ム

の
サ
イ
レ
ン
ト
映
像
と
い
う
媒
体
が
提
供
す
る
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も

の
で
あ
っ
て
、
喜
一
が
「
あ
れ
を
見
り
ゃ
誰
だ
っ
て
安
心
す
る
」
と
言
っ

た
の
は
、
そ
こ
に
敗
戦
前
の
日
本
が
保
存
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
大
家
族
の

イ
メ
ー
ジ
を
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う（

23
）。
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
あ
く
ま
で
〈
核
〉

に
脅
か
さ
れ
た
世
界
の
外
部
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ

う
に
本
作
の
物
語
は
〈
核
〉
の
物
語
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
〈
核
〉
で

は
な
く
財
産
を
争
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
こ
の
財
産
の
物
語
に
と
っ
て
、
喜
一
が
自
ら
工
場
に
火
を
放
つ
と

い
う
結
末
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
一
見
、
議
論
の
中
心
の
財
産
の
喪
失
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果
、
観
客
の
混
乱
は
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
光
の
明
滅
は
画
面
の
表
面
で
起
き
て
い
る
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
、

喜
一
が
驚
愕
し
て
い
る
が
故
に
物
語
空
間
内
で
の
出
来
事
で
も
あ
る
。
対

し
て
、
先
の
申
立
書
の
声
／
文
字
は
画
面
の
登
場
人
物
に
は
聞
こ
え
／
見

え
て
い
な
い
。
ま
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
映
像
の
場
面
で
は
、
壁
と
ス
ク
リ
ー
ン

が
重
な
る
こ
と
で
そ
れ
ま
で
映
像
の
前
に
映
っ
て
い
た
登
場
人
物
ら
が
消

え
て
い
る
。
メ
ア
リ
・
ア
ン
・
ド
ー
ン
は
物
語
空
間
に
還
元
さ
れ
な
い

Ｖ
・
Ｏ
を
「
媒
介
な
し
に
観
客
に
語
り
か
け
、「
登
場
人
物
」
を
迂
回
し

て
観
客
と
の
間
に
共
犯
関
係
を
設
立
す
る
こ
と
で
、
と
も
に
映
像
を
理
解

し
、
従
っ
て
映
像
を
位
置
づ
け
る

0

0

0

0

0

」
も
の
と
し
て
い
る（

25
）。
申
立
書
を
読

み
上
げ
る
荒
木
の
声
は
物
語
内
の
事
物
で
あ
り
、
物
語
内
の
出
来
事
と
し

て
認
識
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
誰
あ
ろ
う
観
客
に
の
み
語
り
か
け
る
こ

と
で
、
観
客
の
目
を
〈
核
〉
に
惹
き
つ
け
つ
つ
逸
ら
し
て
き
た
と
い
え
よ

う
。
と
い
う
の
も
申
立
書
が
語
る
物
語
内
容
に
お
け
る
出
来
事
は
、〈
核
〉

↓
喜
一
の
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
↓
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
↓
準
禁
治
産
と
い
う
因
果

関
係
に
な
っ
て
い
る
た
め
、〈
核
〉
が
全
て
の
出
来
事
の
根
本
原
因
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
実
際
の
映
画
の
シ
ー
ン
で
は
こ
れ
ら
の
出

来
事
の
順
序
が
逆
に
提
示
さ
れ
て
い
る
た
め
〈
核
〉
は
映
っ
て
お
ら
ず
、

な
お
か
つ
上
述
し
た
よ
う
に
映
画
の
物
語
は
実
は
財
産
を
巡
る
も
の
で
し

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
多
く
が
本
作
の
主
題
と
目
さ
れ
る

〈
核
〉
を
現
実
に
即
し
て
中
心
的
に
論
じ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

　

映
画
の
中
で
唯
一
、
喜
一
の
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
が
表
象
さ
れ
る
シ
ー
ン

は
、
先
の
映
写
機
の
場
面
の
後
に
位
置
し
て
い
る
。
映
像
に
安
心
し
、
妾

た
ち
の
家
を
回
っ
て
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
を
説
く
喜
一
は
、
最
後
に
若
い
妾
・

朝
子
の
家
の
縁
側
に
座
っ
て
彼
女
を
説
得
す
る
。
そ
こ
に
耳
を
劈
く
よ
う

な
飛
行
機
の
も
の
ら
し
き
音
が
聞
こ
え
、
知
ら
ん
顔
の
朝
子
に
対
し
、
喜

一
は
ギ
ョ
ロ
ギ
ョ
ロ
と
上
方
を
見
回
す
。
三
度
目
の
飛
行
機
音
が
聞
こ
え

た
そ
の
刹
那
、
画
面
全
体
が
強
烈
な
光
で
明
滅
す
る
や
、
驚
愕
し
た
表
情

の
喜
一
が
咄
嗟
に
画
面
外
へ
と
転
げ
る
よ
う
に
逃
げ
去
る
。
慌
て
て
追
う

朝
子
と
と
も
に
画
面
が
切
り
替
わ
る
と
、
幼
子
に
覆
い
被
さ
り
諤
々
と
震

え
る
喜
一
が
映
る
。
ド
ー
ン
と
い
う
炸
裂
音
が
聞
こ
え
、
朝
子
は
喜
一
か

ら
泣
く
幼
子
を
奪
っ
て
抱
き
か
か
え
る
。
呆
然
と
し
肩
で
息
を
つ
く
喜
一
。

音
と
と
も
に
雨
が
降
り
出
す
。

　

こ
の
場
面
で
は
、
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
の
最
後
の
雨
音
か
ら
炸
裂
音
は
雷
鳴

で
光
は
稲
光
だ
と
遡
及
的
に
理
解
さ
れ
、
更
に
遡
っ
て
飛
行
機
音
と
の

「
つ
な
ぎ
間
違
い
」
に
よ
っ
て
、
喜
一
は
光
と
炸
裂
音
を
〈
核
〉
＝
ピ
カ

ド
ン
だ
と
勘
違
い
し
た
こ
と
が
把
握
さ
れ
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
光
の
明

滅
の
瞬
間
は
観
客
も
一
体
何
が
起
き
た
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
こ
こ
で
は
喜
一
の
み
な
ら
ず
観
客
も
ま
た
混
乱
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
遅
れ
て
聞
こ
え
る
炸
裂
音
と
雨
音
が
、
音
と
光
の
乖
離
に

よ
る
映
画
の
意
味
作
用
の
停
止
を
雷
の
音
と
光
の
ズ
レ
と
し
て
取
り
繕
い
、

「
正
し
い
つ
な
ぎ
」
に
よ
っ
て
因
果
的
に
場
面
を
意
味
形
成
し
直
す
。
結
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た
。
こ
の
と
き
喜
一
が
財
産
の
交
換
相
手
の
老
人
で
は
な
く
、
そ
の
父
の

行
動
を
演
じ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
い
わ
ば
喜
一
は
父
の
父
の
位

置
に
自
ら
を
書
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
が
家
族
に
𠮟
責

さ
れ
、
世
界
の
外
部
と
し
て
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
崩
壊
を
招
く
と
い
っ
た
失
敗

に
終
わ
っ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
財
産
の
物
語
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
ブ
ラ

ジ
ル
移
住
の
物
語
の
破
綻
に
喜
一
を
直
面
さ
せ
、
表
面
の
権
力
の
磁
場
か

ら
彼
を
突
き
抜
け
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も

狂
気
に
至
っ
た
喜
一
は
、
映
画
の
最
後
に
紛
れ
も
な
く
表
面
の
権
力
と
対

峙
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

病
室
を
訪
れ
た
原
田
を
、
別
人
の
様
に
呆
け
た
顔
を
し
た
喜
一
が
迎
え

る
。
自
ら
の
い
る
病
室
を
別
の
惑
星
と
幻
想
す
る
喜
一
が
突
如
「
お
う

っ
」
と
声
を
上
げ
て
ベ
ッ
ド
か
ら
立
ち
、
窓
の
外
を
指
差
し
て
「
あ
ぁ
地

球
が
燃
え
と
る
！
」
と
叫
ぶ
。
画
面
は
原
田
・
喜
一
の
背
中
越
し
に
大
き

く
開
か
れ
た
格
子
窓
を
映
し
、
そ
の
中
心
に
は
太
陽
が
煌
い
て
い
る
。
正

気
の
立
場
で
は
太
陽
、
狂
気
の
立
場
で
は
燃
え
る
地
球
を
意
味
す
る
窓
の

外
の
空
間
で
は
あ
る
が
、
物
語
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
な
く
た
だ
表
面

を
見
れ
ば
、
横
長
の
矩
形
と
中
心
の
円
と
は
日
の
丸
の
形
象
以
外
の
何
物

で
も
な
い
。
映
画
の
最
後
で
、
喜
一
は
表
面
の
権
力
で
あ
る
日
の
丸
の
旗

の
イ
メ
ー
ジ
と
対
峙
す
る
の
で
あ
る
。

　

表
面
の
権
力
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
喜
一
の
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
は
、
最

後
に
自
ら
を
抑
圧
し
て
い
た
も
の
の
形
象
を
現
出
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

の
と
こ
ろ
本
作
の
物
語
に
お
い
て
〈
核
〉
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
詐
術
を
主
導
し
て
き
た
の
が
、
媒
介
な
し
に
観
客
に
語
り
か
け
る

法
の
声
、
及
び
そ
れ
と
対
立
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
せ
て
実
は
相
補
的
な

関
係
に
あ
る
家
族
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
表
面
の
権
力
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
明
滅
す
る
光
は
表
面
と
物
語
空
間
と
を
同
時
に
突
き
刺
し
、
そ
の
境
界

を
攪
乱
す
る
こ
と
で
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
の
イ
メ
ー
ジ
を
瞬
間
的
に
現
出
さ

せ
る（

26
）。
そ
こ
に
、
画
面
に
想
像
上
の
音
源
を
持
た
な
い
炸
裂
音
が
覆
い

被
さ
り
、
改
め
て
光
を
想
像
上
の
音
源
と
し
て
繫
ぎ
留
め
る
こ
と
で
、
物

語
内
事
物
の
稲
妻
へ
と
光
を
「
位
置
づ
け
」、
そ
の
理
解
に
観
客
を
「
位

置
づ
け
る
」。
か
く
し
て
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
は
勘
違
い
と
い
う
こ
と
で
済

ま
さ
れ
、
家
裁
を
舞
台
に
財
産
を
巡
る
議
論
が
再
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
明
滅
す
る
光
と
と
も
に
現
出
し
た
喜
一
の
〈
核
〉
へ
の

恐
怖
は
、
表
面
を
覆
う
音
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
。
以
後
、
申
立
書
の
手

前
の
シ
ー
ン
の
よ
う
に
喜
一
の
反
論
は
度
々
ノ
イ
ズ
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
喜
一
が
「
超
人
」
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
表
面
の
権
力

に
馴
致
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
再

び
映
画
の
結
末
を
今
度
は
喜
一
の
側
か
ら
考
察
し
た
い
。
喜
一
が
工
場
に

火
を
つ
け
た
直
接
的
な
理
由
は
、
準
禁
治
産
が
執
行
さ
れ
て
身
動
き
が
取

れ
な
い
中
、
移
民
老
人
の
語
る
物
語
（「
儂
も
親
父
が
ブ
ラ
ジ
ル
へ
移
住

す
る
と
言
い
出
し
た
時
ぁ
、
そ
れ
こ
そ
死
物
狂
い
で
反
対
し
た
」
が
「
火

事
に
逢
う
て
〔
…
…
〕
ふ
ん
ぎ
り
が
つ
い
た
」）
を
信
じ
た
か
ら
で
あ
っ
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発
展
に
よ
る
社
会
内
部
の
分
極
化
を
防
ぐ
た
め
の
こ
の
概
念
道
具
は
、
し

か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
研
究
で
反
復
さ
れ
て
「
ア
メ
リ

カ
の
日
本
」
を
理
論
的
に
構
築
す
る
と
、
今
度
は
日
本
の
近
代
化
論
者
に

よ
っ
て
自
ら
の
歴
史
な
い
し
占
領
経
験
を
物
語
化
す
る
際
の
自
己
イ
メ
ー

ジ
（「
日
本
の
日
本
」）
と
し
て
代
補
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
占
領
物

語
に
利
用
す
べ
く
残
さ
れ
た
伝
統
的
価
値
と
の
想
像
的
な
連
続
性
は
、
日

本
人
自
ら
の
手
で
物
象
化
さ
れ
、
現
実
に
お
い
て
も
日
本
固
有
の
文
化
が

予
め
民
主
主
義
的
な
素
質
を
備
え
て
い
た
か
の
よ
う
に
読
み
替
え
ら
れ
た
。

　

こ
の
占
領
物
語
を
多
く
の
日
本
人
に
普
及
さ
せ
た
の
が
、
検
閲
下
に
お

け
る
映
画
政
策
で
あ
る（

29
）。
大
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
日
本
の
再
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
際
し
、
ア
メ
リ
カ
型
民
主
主
義
を
効
果
的
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
の

ツ
ー
ル
と
し
て
映
画
を
選
択
し
た
。
紙
幅
の
都
合
上
仔
細
は
省
く
が
、
既

に
一
九
四
五
年
中
に
民
間
情
報
教
育
局
（
Ｃ
Ｉ
Ｅ
）
は
日
本
の
映
画
業
界

に
対
し
占
領
目
的
三
方
針
と
奨
励
す
べ
き
テ
ー
マ
十
項
目
、
及
び
十
三
項

目
の
禁
止
令
を
通
達
し
て
い
る
。
三
方
針
は
軍
国
主
義
の
排
除
、
自
由
主

義
の
促
進
、
平
和
主
義
の
定
着
と
い
っ
た
も
の
で
、
十
項
目
で
は
具
体
例

を
提
示
し
て
三
方
針
に
貢
献
す
る
日
本
人
の
姿
を
描
く
こ
と
を
推
奨
し
た
。

反
対
に
禁
止
令
で
は
国
家
主
義
や
仇
討
、
婦
人
・
児
童
へ
の
圧
制
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
の
指
令
に
反
す
る
も
の
等
が
禁
止
さ
れ
、
反
Ｇ
Ｈ
Ｑ
反
米
感
情
に
繫
が

る
と
し
て
〈
核
〉
を
描
く
こ
と
も
厳
重
に
取
り
締
ま
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の

項
目
を
組
み
立
て
る
際
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
プ
ロ
ッ
ト
が
占
領
物
語
で
あ

こ
の
表
面
の
権
力
を
支
え
て
い
た
身
体
な
き
声
／
声
な
き
身
体
と
は
、
畢

竟
、
映
画
を
構
成
す
る
聴
覚
的
／
視
覚
的
表
象
の
謂
い
で
あ
る
。
か
く
し

て
喜
一
の
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
を
取
り
巻
く
も
の
と
し
て
、「
国
民
的
観
点
」、

映
画
と
い
う
装
置
、
そ
し
て
日
の
丸
の
旗
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
一
体

こ
の
三
者
が
ど
の
よ
う
に
縫
い
合
わ
さ
れ
る
の
か
、
次
節
で
み
て
い
き
た

い
。

4
　
静
止
し
た
旗
　

―
　

占
領
物
語
と
映
画
検
閲

　

こ
こ
で
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ニ
ア
ン
の
「
ア
メ
リ
カ
の
日
本
／
日
本
の

日
本
」
を
参
照
し
た
い
。
こ
の
論
考
で
ハ
ル
ト
ゥ
ニ
ア
ン
が
検
討
す
る

「
占
領
物
語
」
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
を
「「
自

由
」
で
「
民
主
的
な
社
会
」
へ
と
「
作
り
直
す
」」
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ

の
政
策
担
当
官
た
ち
に
よ
っ
て
「
方
便
の
戦
略
〔explanatory 

strat-

egy

〕」
と
し
て
構
築
さ
れ
た
物
語
で
あ
る（

27
）。
こ
の
近
代
化
の
物
語
は

日
本
社
会
を
経
済
的
に
再
建
し
、
共
産
主
義
革
命
の
防
波
堤
と
す
べ
く
採

用
さ
れ
、
階
級
闘
争
抜
き
の
発
展
モ
デ
ル
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
と
し
て
日
本

を
維
持
す
る
目
的
に
貢
献
す
る
。
そ
の
中
心
的
な
プ
ロ
ッ
ト
は
、
日
本
社

会
を
元
々
「「
民
主
的
」
な
も
の
と
し
て
政
治
的
に
読
み
替
え
」、
日
本
が

戦
争
へ
至
っ
た
理
由
を
「
本
来
の
民
主
的
な
適
性
か
ら
一
九
三
〇
年
代
は

一
時
的
に
「
逸
脱
」
し
て
い
た
」
と
説
明
す
る
も
の
で
あ
る（

28
）。
急
激
な
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て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
戦
前
の
国
家
の
基
礎
と
し

て
の
「
家
」
の
比
喩
形
象
が
戦
後
の
企
業
に
お
い
て
再
び
利
用
さ
れ
、

「
家
」
に
似
た
巨
大
企
業
と
し
て
の
日
本
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
た

こ
と
に
言
及
し
て
い
る（

30
）。
家
制
度
に
基
づ
く
喜
一
の
家
督
権
を
剝
奪
し

つ
つ
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
家
」
を
温
存
し
て
い
た
『
生
き
も
の
の
記

録
』
は
、
ま
さ
に
占
領
物
語
の
裏
の
プ
ロ
ッ
ト
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
こ
の
と
き
、「
国
民
的
観
点
」
か
ら
は
共
感
し
え
な
い
喜

一
の
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
が
体
現
し
て
い
た
の
は
、
戦
前
の
家
父
長
の
ま
ま

で
あ
り
続
け
た
が
た
め
に
「
逸
脱
」
と
し
て
戦
後
の
「
家
」
か
ら
追
放
さ

れ
た
者
の
告
発
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す

る
に
は
喜
一
が
対
峙
し
た
あ
の
旗
の
意
味
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
の
前
に
黒
澤
作
品
に
お
け
る
旗
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

　

蓮
實
重
彥
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
黒
澤
作
品
に
お
い
て
旗
と
は
特
別
な

モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
黒
澤
本
人
も
旗
に
は
格
別
の
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
と

い
う（

31
）。
例
え
ば
『
七
人
の
侍
』（
一
九
五
四
）
の
旗
は
、
侍
を
表
す

「
○
」
と
農
民
を
表
す
「
た
」
の
文
字
と
そ
の
中
間
的
な
存
在
で
あ
る
菊

千
代
を
意
味
す
る
「
△
」
と
が
書
か
れ
た
三
者
の
共
闘
の
徴
で
あ
り
、
野

武
士
と
の
決
戦
の
場
面
の
前
後
に
は
、
風
に
な
び
く
旗
の
シ
ョ
ッ
ト
が
象

徴
的
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
物
語
内
の
み
な
ら
ず
映
画
製
作
に
お
い

て
も
旗
は
共
闘
の
象
徴
で
あ
り
、
風
と
旗
、
そ
れ
を
撮
る
カ
メ
ラ
、
音
効

に
よ
っ
て
作
ら
れ
合
成
さ
れ
る
パ
タ
パ
タ
と
い
う
音
、
そ
し
て
シ
ナ
リ
オ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
結
果
、
諸
悪
の
根
源
は
日
本
の
封
建
的

価
値
観
と
そ
の
上
に
成
立
し
て
い
た
軍
部
の
指
導
者
に
帰
せ
ら
れ
、
多
く

の
国
民
は
そ
れ
に
導
か
れ
た
だ
け
の
本
質
的
に
は
平
和
を
愛
す
る
民
と
し

て
描
か
れ
る
よ
う
指
導
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
占
領
物
語
は
映
画
と
い
う
表
象
装
置
を
得
る
こ
と
で
、
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
多
く
の
観
客
に
内
面
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
も
『
生
き
も
の
の
記
録
』
を
取
り
巻
く
当
時
の
言
説
状
況
に
も
、

占
領
後
の
理
想
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
日
本
の
日
本
」
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
だ
。
独
立
後
、
敗
戦
と
占
領
を
超
克
し
、「
国
民

感
情
の
奔
流
」
に
よ
っ
て
「
集
団
的
力
の
形
象
化
」
を
成
し
遂
げ
る
に
は
、

民
主
的
な
反
核
平
和
運
動
の
「
抗
議
の
主
体
」
と
、「
苦
し
み
」
を
「
耐

え
忍
ん
で
き
た
」「
私
た
ち
善
良
な
一
般
大
衆
」
と
が
等
号
で
結
ば
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
映
画
で
は
そ
の
大
衆
を
虐
げ
て

き
た
は
ず
の
封
建
的
な
家
父
長
・
喜
一
を
〈
核
〉
に
恐
怖
を
抱
く
「「
悲

劇
」
の
主
人
公
」
と
し
、
家
族
は
そ
れ
に
無
関
心
と
い
う
転
倒
が
生
じ
て

い
る
。
故
に
映
画
は
否
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
前

節
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
『
生
き
も
の
の
記
録
』
は

占
領
物
語
の
姿
を
あ
ま
り
に
も
正
確
に
暴
露
す
る
よ
う
な
作
品
に
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ハ
ル
ト
ゥ
ニ
ア
ン
は
、
占
領
物
語
が
何
よ
り
封
建
的
な
社
会
構
造
か
ら

資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
基
づ
く
そ
れ
へ
の
移
行
と
い
う
目
的
に
導
か
れ
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せ
た
民
主
主
義
国
家
を
確
立
し
よ
う
と
目
論
む
占
領
当
局
な
い
し
そ
の
理

想
的
な
物
語
を
取
り
込
む
こ
と
で
延
命
し
た
国
民
国
家
の
遺
制
に
と
っ
て
、

〈
核
〉
は
父
の
死
と
い
う
精
神
的
外
傷
の
よ
う
な
裂
け
目
を
生
じ
さ
せ
か

ね
ず
、
ま
た
民
主
主
義
的
な
理
想
像
が
極
め
て
非
人
道
的
な
や
り
方
で
占

領
を
開
始
し
た
こ
と
を
も
想
起
さ
せ
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
よ
っ
て
燃
え
る

地
球
と
太
陽
と
は
無
意
識
の
国
民
的
合
意
の
も
と
、
と
も
に
抑
圧
／
否
認

さ
れ
、
そ
の
条
件
下
に
お
い
て
日
の
丸
と
い
う
国
旗
は
維
持
さ
れ
る
。

　

こ
の
国
旗
の
も
と
で
成
立
し
て
い
た
の
が
、
敗
戦
と
占
領
と
を
超
克
す

る
例
の
「
国
民
的
観
点
」
だ
が
、
瓜
生
は
『
生
き
も
の
の
記
録
』
に
「
国

民
的
観
点
と
い
う
も
の
の
弱
さ
」
を
批
判
す
る
の
に
続
け
て
、「
そ
れ

〔
＝
国
民
的
観
点
〕
な
し
に
は
人
類
的
観
点
も
現
実
に
成
り
立
っ
て
は
い

な
い
」
と
も
述
べ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い（

34
）。
や
は
り
こ
れ
も
当
時

の
原
水
禁
運
動
か
ら
導
か
れ
た
観
点
で
あ
る
が
、
こ
の
「
国
民
的
観
点
」

と
「
人
類
的
観
点
」
と
が
接
合
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
太
陽

＝
地
球
と
い
う
幾
何
学
的
形
象
の
一
致
を
梃
子
に
し
つ
つ
、
唯
一
の
被
爆

国
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
＝
世
界
的
使
命
の
象
徴

へ
と
肯
定
的
に
読
み
替
え
ら
れ
得
る
と
も
い
え
よ
う
。『
生
き
も
の
の
記

録
』
が
後
年
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
や
高
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」、
ま
た

福
島
第
一
原
発
の
事
故
な
ど
を
受
け
、
公
開
当
時
か
ら
掌
を
返
し
た
か
の

よ
う
に
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
向
き
が
あ
る
の
も
、
こ
の
筋
道
が
残
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

等
の
全
要
素
が
機
能
し
な
け
れ
ば
旗
は
は
た
め
か
な
い
。
加
え
て
蓮
實
は

「
み
ん
な
が
見
る
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
象
徴
と
し
て
の
旗
」
を
ス
ク
リ

ー
ン
と
同
形
の
極
め
て
映
画
的
な
対
象
と
も
指
摘
す
る（

32
）。
つ
ま
り
旗
を

偏
愛
し
、
旗
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
「
集
団
的
力
の
形
象
化
」
を
実
現
す
る

こ
と
の
で
き
た
黒
澤
明
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
／
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

〈
核
〉
を
捉
え
よ
う
と
し
た
と
き
、「
国
民
感
情
の
奔
流
」
が
吹
き
込
ま
れ

な
い
静
止
し
た
旗
を
隠
し
つ
つ
晒
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば

『
生
き
も
の
の
記
録
』
は
「
旗
に
殉
じ
ち
ゃ
っ
た
男
の
物
語（

33
）」
な
の
で

あ
り
、
故
に
黒
澤
の
愛
の
対
象
で
あ
っ
た
旗
＝
ス
ク
リ
ー
ン
の
表
面
と
い

う
形
象
に
お
い
て
、
占
領
物
語
に
お
け
る
社
会
構
造
の
移
行
と
「
家
」
の

イ
メ
ー
ジ
の
温
存
と
い
っ
た
欺
瞞
的
共
謀
を
露
に
し
得
た
の
だ
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
が
究
極
的
に
集
約
さ
れ
る
の
が
、
最
後
の
日
の
丸
の
シ
ョ
ッ
ト

で
あ
る
。

　

こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
燃
え
る
地
球
と
太
陽
と
日
の
丸
と
ス
ク
リ
ー
ン

と
が
重
ね
書
き
さ
れ
て
い
る
。
燃
え
る
地
球
は
〈
核
〉
の
イ
メ
ー
ジ
に
相

違
な
く
、
ま
た
太
陽
は
戦
前
の
象
徴
体
系
に
お
い
て
天
皇
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、「
逸
脱
」
と
し
て
追
放
さ
れ
た
家
父
長
で
あ
る
喜

一
の
、
太
陽
に
燃
え
る
地
球
を
重
ね
合
わ
せ
る
狂
気
の
発
話
は
、
天
皇
が

原
爆
に
敗
れ
た
と
い
う
こ
と
を
暴
露
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
事

実
こ
そ
占
領
物
語
が
抑
圧
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

戦
前
と
戦
後
と
を
想
像
的
な
連
続
性
の
も
と
で
繫
ぎ
合
わ
せ
、
自
ら
に
似
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な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
」
特
異
な
映
画
作
家
と
評
し
て
い
る（

36
）。
戦
前

か
ら
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
を
敬
愛
し
、
戦
後
は
占
領
期
の
検
閲
下
で
そ
の

才
能
を
発
揮
さ
せ
、
ル
ー
カ
ス
、
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
、
コ
ッ
ポ
ラ
、
ス
コ
セ

ッ
シ
ら
に
影
響
を
与
え
た
ク
ロ
サ
ワ
は
、
極
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
作
家
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
同
時
に
、
黒
澤
は
戦
前
の
検
閲
下
に
お
い
て
も
ま

た
数
こ
そ
少
な
い
が
佳
作
を
残
し
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
日
本
の
大
衆
に

親
し
ま
れ
た
作
家
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
黒
澤
＝
ク
ロ
サ
ワ
だ
か
ら

こ
そ
、〈
核
〉
を
描
こ
う
と
し
た
と
き
、
図
ら
ず
も
そ
れ
を
取
り
巻
く
戦

後
の
欺
瞞
を
現
出
さ
せ
る
よ
う
な
作
品
と
な
り
得
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

映
画
評
論
家
の
武
井
昭
夫
は
、
黒
澤
を
「
し
っ
か
り
と
し
た
国
家
論
を

持
た
な
い
〔
…
…
〕
だ
か
ら
、
戦
後
に
な
っ
て
も
権
力
と
い
う
も
の
と
の

本
当
の
、
そ
し
て
直
接
的
な
対
決
が
出
来
な
い（

37
）」
と
批
評
し
、
日
本
映

画
界
が
戦
後
、
戦
争
責
任
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
う
し
た
日
本
映
画
界
及
び
黒
澤
の
戦
争
協
力
の

問
題
を
政
治
的
・
倫
理
的
に
検
証
す
る
作
業
も
丹
念
に
な
さ
れ
て
い
く
必

要
は
あ
ろ
う
が
、
作
家
の
意
図
を
越
え
て
、
見
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

見
え
て
い
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
精
緻
に
読
み
取
っ
て
い
く
営
為
も
等
し
く
必

要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
本
稿
が
テ
ク
ス
ト
分
析
の
作
業
か
ら
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
は
、

本
作
に
お
け
る
〈
核
〉
へ
の
恐
怖
が
、
国
民
的
凡
庸
に
お
け
る
そ
れ
で
は

な
く
、
特
権
的
な
存
在
で
あ
り
続
け
よ
う
と
し
た
た
め
に
戦
後
の
「
家
」

か
ら
裏
切
ら
れ
た
者
の
恐
怖
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
家

裁
の
議
論
で
発
せ
ら
れ
る
「
死
ぬ
の
は
や
む
を
え
ん
…
…
だ
が
殺
さ
れ
る

の
は
イ
ヤ
だ
！
」
と
い
う
喜
一
の
叫
び
は
、「
国
民
的
観
点
」
や
「
人
類

的
観
点
」
か
ら
共
感
可
能
な
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
特
権
的
な
家
父

長
の
叫
び
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唯
一
の
被
爆
国
の
歴
史
的
・
精
神

的
地
平
か
ら
抹
殺
さ
れ
た
者
の
そ
れ
と
重
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か（

35
）。

全
国
的
な
反
核
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
映
画
の
公
開
当
時
、
喜
一
の

〈
核
〉
へ
の
恐
怖
が
共
感
不
可
能
な
恐
怖
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
た
こ
と
の

意
味
を
、
再
度
、
丹
念
な
歴
史
的
検
証
の
作
業
の
も
と
で
考
察
し
直
す
必

要
が
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

ノ
エ
ル
・
バ
ー
チ
は
、
黒
澤
を
「
表
象
の
西
洋
的
モ
ー
ド
に
す
っ
か
り

同
化
し
た
後
〔
…
…
〕
そ
の
内
部
で
／
そ
れ
を
越
え
て
、
一
つ
の
形
式
的
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（
1
）
本
稿
で
は
原
子
爆
弾
、
水
素
爆
弾
、
放
射
能
に
つ
い
て
全
体
的
に
言
及
す

る
際
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
べ
く
便
宜
的
に
〈
核
〉
と
い
う
語
を
用
い
る
。

（
2
）
政
治
学
者
の
加
藤
哲
郎
は
、
こ
う
し
た
言
説
を
「
占
領
期
「
原
爆
報
道
の

消
滅
」
神
話
」
と
し
、
検
閲
下
で
も
原
爆
報
道
が
新
聞
や
雑
誌
か
ら
完
全

に
消
滅
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
再
検
証
し
て
い
る
。
加
藤
哲
郎
「
占

領
下
日
本
の
「
原
子
力
」
イ
メ
ー
ジ

―
ヒ
ロ
シ
マ
か
ら
フ
ク
シ
マ
へ
の

助
走
」http://m

em
bers.jcom

.hom
e.ne.jp/katote/O

ccuatom
.htm

l 

（
二
〇
一
二
年
九
月
三
日
）

（
3
）
本
稿
査
読
後
に
出
版
さ
れ
た
以
下
の
論
考
は
、「「
水
爆
の
脅
威
」
に
「
生

き
も
の
」
と
し
て
反
応
す
る
人
物
を
描
く
と
い
う
「
作
者
の
言
葉
」」
や

そ
れ
に
依
拠
し
た
評
論
と
距
離
を
取
り
、
具
体
的
な
作
品
分
析
を
試
み
て

い
る
点
で
本
稿
と
関
心
を
等
し
く
す
る
。
但
し
「
映
画
の
物
語
に
お
け
る

真
の
問
題
は
原
水
爆
の
脅
威
で
は
な
い
」
と
し
、「
問
題
と
し
て
の
家
長
」

に
着
目
す
る
そ
の
論
旨
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
本
稿
は
猶
「
生
き
も
の
」
一

般
で
は
な
く
家
長
特
有
の
「
原
水
爆
の
脅
威
」
に
注
視
す
る
。
中
村
秀
之

「
原
水
爆
、
家
長
、
嫁

―
『
生
き
も
の
の
記
録
』（
一
九
五
五
年
）
に
お

け
る
「
私
」
の
自
壊
」、
ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ
編
『「
戦
後
」

日
本
映
画
論

―
一
九
五
〇
年
代
を
読
む
』、
青
弓
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
4
）
北
川
冬
彦
「
人
間
の
動
物
性
の
研
究
」、『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
五
年
一

二
月
上
旬
号
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
四
八
頁
。

（
5
）
武
谷
三
男
「
象
徴
主
義
の
限
界
」、
同
前
、
五
〇
頁
。

（
6
）
高
田
季
太
「「
生
き
も
の
の
記
録
」
の
興
行
性
」、『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九

五
五
年
一
二
月
下
旬
号
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
一
一
六
頁
。

（
7
）
田
中
穣
「
黒
沢
明
の
錯
誤
」、『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
六
年
一
月
上
旬
号
、

キ
ネ
マ
旬
報
社
、
一
六
四
頁
。

（
8
）
岩
崎
昶
「
映
画
作
家
論
（
八
）
黒
沢
明
の
世
界
」、『
中
央
公
論
』
一
九
五

七
年
一
一
月
号
、
二
二
八
頁
。

（
9
）
他
に
乾
孝
「「
分
裂
型
」
の
必
然
的
帰
結
」、『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
五

年
一
二
月
上
旬
号
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
双
葉
十
三
郎
「
生
き
も
の
の
記

録
」、『
映
画
旬
刊
』
一
九
五
五
年
一
二
月
下
旬
号
、
雄
鶏
社
、
渡
辺
陽
一

「「
生
き
も
の
の
記
録
」
の
主
題
」、『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
五
六
年
二
月
上

旬
号
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
黒
澤
明
／
木
下
恵
介
／
武
田
泰
淳
「
人
間
像
製

作
法
」、『
中
央
公
論
』
一
九
五
六
年
二
月
号
、
の
武
田
の
発
言
、
が
同
様

の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
10
）
瓜
生
忠
夫
「
生
き
も
の
の
記
録
」、『
映
画
芸
術
』
一
九
五
六
年
二
月
号
、

星
林
社
、
四
五
頁
。

（
11
）
小
林
徹
編
解
説
『
原
水
爆
禁
止
運
動
資
料
集
』、
第
一
巻
、
緑
陰
書
房
、

一
九
九
五
年
、
四
六
三
頁
。

（
12
）
同
前
、
四
六
三
頁
。

（
13
）
田
中
、
前
掲
論
文
、
一
六
五
頁
。

（
14
）
以
降
、
映
画
の
台
詞
は
黒
澤
明
『
全
集
黒
澤
明
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
八
年
、
よ
り
適
宜
修
正
し
つ
つ
引
用
。

（
15
）
“acousm

atique

〔
音
源
が
見
え
ず
に
聞
か
れ
た
〕”と
“être

〔
存
在
〕”

の
鞄
語
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
新
弟
子
が
視
覚
を
捨
象
し
聴
講
に
専
念
す
べ
く
、

入
門
後
五
年
は
幕
越
し
に
し
か
師
の
声
を
聞
く
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た

た
めA

kousm
atikoi

〔
聴
覚
的
な
者
〕
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
故
事
か
ら

シ
オ
ン
が
造
語
し
た
。Chion, M

ichel. T
he V

oice in Cinem
a. 1982. 

Ed. and T
rans. Claudia Gorbm

an. N
ew

 york: Colum
bia U

ni-
versity Press. 1999. 18︲21.

（
16
）Ibid., 22︲27.
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