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映
画
﹃
あ
ん
﹄
と
ハ
ン
セ
ン
病
問
題

北
　
浦
　
寛
　
之

今
年
の
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
「
あ
る
視
点
」
部
門
の
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
作
品
と
し
て
上
映
さ
れ
た
河
瀬
直
美
監
督
『
あ
ん
』
は
、
映
画
で

言
及
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
現
代
的
視
点
か
ら

捉
え
た
作
品
で
あ
る
。
私
の
科
研
費
（
若
手
研
究
Ｂ
）
テ
ー
マ
が

「
映
画
・
テ
レ
ビ
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
表
象
に
つ
い
て
の

歴
史
的
考
察
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
二
〇
一
五
年
五
月
三
〇
日
の

一
般
公
開
前
か
ら
注
目
し
て
い
た
作
品
だ
っ
た
。
同
研
究
の
調
査
の

た
め
し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
る
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
（
図
一
）
や
ハ
ン

セ
ン
病
療
養
所
多
磨
全
生
園
（
図
二
）
が
あ
る
東
京
東
村
山
市
の
協

力
で
ロ
ケ
が
お
こ
な
わ
れ
（
一
）
、
そ
の
土
地
の
雰
囲
気
が
映
画
に
投
錨
さ

れ
て
い
る
。
ハ
ン
セ
ン
病
と
い
う
重
い
テ
ー
マ
を
含
ん
だ
内
容
で
あ

る
が
、特
別
劇
的
な
演
出
や
撮
影
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、

登
場
人
物
た
ち
の
変
化
の
推
移
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
流
れ
の

中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
印
象
だ
。

ド
リ
ア
ン
助
川
の
同
名
小
説
を
原
作
に
し
た
本
作
は
、
ど
ら
焼
き

図一



9 屋
「
ど
ら
春
」
を
一
人
で
切
り
盛
り
す
る
中
年
男
性
千
太
郎
（
永
瀬

正
敏
）
と
そ
こ
を
訪
れ
て
「
あ
ん
」
作
り
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
徳
江
（
樹
木
希
林
）
の
関
係
を
軸
に
、
店
の

常
連
客
で
あ
る
女
子
中
学
生
ワ
カ
ナ
（
内
田
伽
羅
）
も
加
わ
っ
て
３

世
代
間
の
交
流
が
展
開
さ
れ
る
。
映
画
の
冒
頭
、
早
朝
、
ア
パ
ー
ト

の
一
室
か
ら
出
て
き
た
男
性
が
重
い
足
取
り
で
眼
下
に
桜
が
広
が
る

屋
上
ま
で
や
っ
て
く
る
様
子
を
キ
ャ
メ
ラ
は
後
ろ
か
ら
フ
ォ
ロ
ー
す

る
。
映
画
の
幕
開
け

4

4

4

4

4

4

を
祝
う
よ
う
な
朝
の
光
が
映
え
る
こ
と
も
な
け

れ
ば
、
満
開
の
桜
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
単
に
そ4

の
男
の
日
常
が
始
ま
り
を
告
げ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の

男
千
太
郎
が
い
つ
も
の
よ
う
に
淡
々
と
ど
ら
焼
き
を
焼
き
（
な
に
せ
、

永
瀬
は
撮
影
の
合
間
に
も
ど
ら
焼
き
を
焼
い
て
一
般
客
に
販
売
す
る

と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
っ
た
）
（
二
）
、
傍
ら
に
は
い
つ
も
の
よ
う
に
ワ
カ
ナ

が
腰
を
落
ち
着
か
せ
て
ど
ら
焼
き
を
頬
張
っ
て
い
る
と
、
七
六
歳
だ

と
い
う
女
性
が
バ
イ
ト
で
雇
っ
て
欲
し
い
と
い
う
予
想
外
の
出
来
事

が
起
こ
る
。
そ
の
女
性
吉
井
徳
江
は
、
冒
頭
で
千
太
郎
の
背
後
で
特

別
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
満
開
の
桜
を
見
上
げ
て
は
そ
こ
か
ら

差
し
て
く
る
陽
光
に
心
躍
ら
せ
る
。「
ど
ら
春
」
の
周
囲
の
「
春
」

を
楽
し
む
彼
女
の
そ
う
し
た
様
子
は
、「
春
」
の
存
在
さ
え
代
わ
り

映
え
し
な
い
日
常
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
千
太
郎
と
は
明
ら

図二
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か
な
差
異
を
も
っ
て
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

映
画
は
徳
江
が
、
こ
う
し
て
周
囲
の
環
境
に
敏
感
に
反
応
し
、
あ
ん
作
り
の
際
に
は
、
原
料
の
小
豆
に
語
り

掛
け
な
が
ら
仕
込
み
作
業
す
る
様
子
を
収
め
な
が
ら
進
行
し
て
い
く
。
小
豆
に
感
謝
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
に
育
っ
て
き
た
か
を
徳
江
は
想
像
す
る
と
言
う
の
だ
。
こ
う
し
た
徳
江
の
行
為
や
発
言
は
同
時
に
、
ら
い

予
防
法
の
も
と
で
療
養
所
に
隔
離
さ
れ
辛
い
経
験
を
し
て
き
た
彼
女
が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
暮
し
て
来
た
の

か
、
想
像
さ
せ
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

千
太
郎
が
体
調
不
良
で
店
を
休
ん
だ
日
、
徳
江
は
暗
く
て
狭
い
「
ど
ら
春
」
の
店
内
で
一
人
閉
じ
こ
も
っ
て

仕
込
み
作
業
を
す
る
が
、
そ
の
と
き
「
こ
こ
が
閉
ま
っ
て
い
る
の
が
嫌
な
の
よ
ね
」
と
言
っ
て
窓
の
ブ
ラ
イ
ン

ド
を
開
け
る
。
次
に
、
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
開
け
た
彼
女
の
前
に
は
、
開
店
を
待
っ
て
い
た
客
が
い
て
、
初
め
て
接

客
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
一
連
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
療
養
所
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
過
去

か
ら
、
社
会
に
出
て
他
者
と
交
流
を
持
と
う
と
す
る
徳
江
の
現
在
を
象
徴
し
た
も
の
と
し
て
印
象
深
い
。

だ
が
、
こ
の
徳
江
の
思
い
は
、
無
残
に
も
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
映
画
は
現
実
の
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
と

接
続
す
る
よ
う
に
、
差
別
や
偏
見
で
「
ど
ら
春
」
の
客
足
が
遠
の
い
て
い
く
仕
儀
を
伝
え
る
。
現
実
に
も
、

一
九
九
六
年
に
ら
い
予
防
法
が
撤
廃
さ
れ
隔
離
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ン
セ
ン
病
回
復

者
は
差
別
や
偏
見
で
社
会
復
帰
が
難
し
い
状
況
に
あ
り
、
ま
た
、
戸
籍
や
本
名
を
変
え
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

故
郷
に
戻
れ
ず
、
肉
親
と
も
会
え
な
い
人
が
多
く
い
る
。
そ
の
現
実
の
問
題
を
映
画
は
、
取
り
込
ん
で
描
写
す

る
。
徳
江
は
、
た
だ
視
界
を
覆
っ
て
い
た
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
開
け
、
暗
闇
か
ら
陽
の
当
た
る
世
界
を
見
よ
う
と
し

た
だ
け
な
の
に
、
周
囲
は
そ
の
彼
女
を
偏
見
の
目
で
見
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ハ
ン
セ
ン
病
を
扱
う
映
画
の
特
徴
と
し
て
、
誤
解
を
改
め
る
啓
蒙
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
点
が

挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
四
年
に
公
開
さ
れ
た
『
砂
の
器
』（
野
村
芳
太
郎
監
督
）
で
は
、
音
楽
家
が
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ハ
ン
セ
ン
病
の
父
の
存
在
を
隠
す
た
め
に
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
う
話
か
ら
、
全
国
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
協
議
会
が

抗
議
を
お
こ
な
っ
た
。
製
作
者
サ
イ
ド
と
の
話
し
合
い
が
も
た
れ
た
結
果
、「
ハ
ン
セ
ン
氏
病
は
、
医
学
の
進

歩
に
よ
り
特
効
薬
も
あ
り
、
現
在
で
は
完
全
に
回
復
し
、
社
会
復
帰
は
続
い
て
い
る
。
そ
れ
を
拒
む
も
の
は
、

ま
だ
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
非
科
学
的
な
偏
見
と
差
別
の
み
で
あ
り
、
戦
前
に
発
病
し
た
本
浦
千
代
吉
の
よ

う
な
患
者
は
日
本
中
ど
こ
に
も
い
な
い
」
と
い
う
字
幕
を
映
画
の
ラ
ス
ト
に
挿
入
す
る
こ
と
で
落
ち
着
く
（
三
） 

。

あ
る
い
は
、
家
族
に
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
が
い
る
こ
と
か
ら
小
学
校
入
学
を
拒
否
さ
れ
た
児
童
を
描
く
実
話
に
基

づ
い
た
映
画
『
あ
つ
い
壁
』（
中
山
節
夫
監
督
、
一
九
七
〇
年
）
で
は
、
医
者
が
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
正
し

い
知
識
と
差
別
の
現
状
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
比
較
的
最
近
の
二
〇
一
〇
年
の
『
ふ
た
た
び
　sw

ing m
e 

again
』（
塩
屋
俊
監
督
）
に
お
い
て
は
、
映
画
の
始
め
と
終
わ
り
に
、
病
気
の
説
明
と
と
も
に
、
ら
い
予
防
法

に
よ
っ
て
患
者
た
ち
が
隔
離
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
字
幕
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
過
去
の
映
画
と
比
較
し
て
、
本
作
で
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
の
客
観
的
で
正
確
な
説
明
が
抜

け
落
ち
て
い
る
感
じ
が
否
め
な
い
。
確
か
に
、
ワ
カ
ナ
が
唐
突
に
図
書
館
で
ハ
ン
セ
ン
病
に
関
す
る
図
書
を
手

に
取
っ
て
、
そ
の
感
想
を
述
べ
る
場
面
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
原
作
小
説
で
は
、
千
太
郎
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

活
用
し
て
積
極
的
に
ハ
ン
セ
ン
病
の
情
報
を
集
め
る
が
、
映
画
に
お
い
て
は
、
ワ
カ
ナ
が
本
を
読
ん
で
勉
強
し

て
い
る
様
子
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
年
齢
的
に
一
九
九
六
年
の
ら
い
予
防
法
以
後
に
生
ま
れ
同
時
代
を
知

ら
な
い
中
学
生
の
ワ
カ
ナ
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ
と
に
歴
史
の
伝
達
と
い
う
重
要
な
意
義
が

垣
間
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
何
度
も
強
調
さ
れ
る
徳
江
の
変
形
し
た
手
の
状
態
に
つ
い
て
、
最
後
ま
で
適
切

な
説
明
が
な
い
ま
ま
終
了
し
、
単
に
徳
江
か
ら
聞
い
た
千
太
郎
の
「
病
気
は
治
っ
て
い
る
」
と
い
う
発
言
で
片

づ
け
ら
れ
て
い
る
印
象
だ
。
そ
こ
か
ら
先
は
、
観
客
が
「
世
間
て
冷
た
い
よ
な
」
と
い
う
劇
中
の
千
太
郎
の
言
葉

に
共
感
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
へ
の
適
切
な
知
識
を
個
人
的
に
収
集
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
映
画
は
、
徳
江
の
問
題
だ
け
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
は
な
い
。
徳
江
だ
け
で
な
く
、
人
生
に
問
題

を
抱
え
る
の
は
、
千
太
郎
や
ワ
カ
ナ
も
同
じ
だ
。
映
画
は
彼
ら
が
、
彼
ら
な
り
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ

と
向
き
合
い
再
生
へ
と
向
か
う
過
程
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
徳
江
の
存
在
が
、
彼
ら
の
再
生
の
大

き
な
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

千
太
郎
は
傷
害
事
件
を
起
こ
し
て
服
役
し
た
過
去
が
あ
り
、
そ
の
と
き
面
会
に
来
て
く
れ
た
母
親
の
話
を
き

ち
ん
と
聴
か
な
い
ま
ま
永
遠
の
別
れ
に
至
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
い
る
。
徳
江
が
「
ど
ら
春
」
の
前
を
通
り
か

か
っ
た
と
き
、
そ
う
し
た
過
去
を
持
つ
千
太
郎
を
店
の
外
か
ら
見
か
け
て
は
、
彼
の
目
が
「
自
分
が
療
養
所
に

連
れ
て
こ
ら
れ
た
時
と
同
じ
悲
し
い
目
を
し
て
い
た
」
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
た
と
言
う
。
他
方
、
客
離
れ
が
深

刻
と
な
っ
た
こ
と
で
、
徳
江
が
み
ず
か
ら
「
ど
ら
春
」
か
ら
去
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
直
前
に
は
、
今
度
は

千
太
郎
が
店
の
外
に
い
て
、
店
内
の
寂
し
そ
う
な
徳
江
を
見
つ
め
る
様
子
が
提
示
さ
れ
る
。
結
婚
し
た
が
、
子

ど
も
を
産
む
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
徳
江
に
と
っ
て
、
千
太
郎
は
息
子
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
千
太
郎
に

と
っ
て
も
徳
江
は
実
の
母
親
代
わ
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
ど
ら
春
」
の
外
か
ら
中
へ
と
向
け

ら
れ
る
両
者
の
眼
差
し
か
ら
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

家
庭
に
問
題
を
抱
え
、
進
学
に
も
悩
む
ワ
カ
ナ
が
徳
江
と
の
会
話
か
ら
大
き
な
も
の
を
得
る
の
は
、
月
が
綺

麗
な
夜
の
こ
と
だ
っ
た
。
本
来
な
ら
そ
の
と
き
の
や
り
と
り
が
、
映
像
と
し
て
表
現
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
重
要

な
場
面
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
ワ
カ
ナ
の
言
葉
か
ら
語
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
冒
頭
で
も
述
べ

た
よ
う
に
河
瀬
監
督
の
手
で
劇
的
に
演
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
静
か
な
夜
の
大
き
な
出
来
事
が
、
映
画
の
調

子
を
変
え
な
い
一
連
の
流
れ
の
中
に
、
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
面
が
や

は
り
重
要
な
の
は
、
徳
江
が
「
月
は
（
私
た
ち
に
）
見
て
も
ら
う
こ
と
で
存
在
す
る
」
と
語
り
、
生
き
る
こ
と

の
意
義
と
結
び
つ
け
て
い
る
点
か
ら
も
わ
か
る
。
徳
江
が
周
囲
に
対
し
て
お
こ
な
っ
て
来
た
よ
う
に
、
我
々
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は
、
徳
江
、
千
太
郎
、
ワ
カ
ナ
た
ち
登
場
人
物
の
声
に
耳
を
傾
け
、
そ
こ
か
ら
彼
ら
の
心
の
叫
び
や
、
内
面
の

変
化
を
想
像
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

映
画
の
終
盤
、
療
養
所
に
戻
っ
た
徳
江
に
千
太
郎
、
ワ
カ
ナ
が
会
い
に
い
く
が
、
彼
女
は
す
で
に
亡
く
な
っ

て
お
り
、
代
わ
り
に
徳
江
の
友
人
か
ら
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
を
渡
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
徳
江
が
亡
く
な
る
直
前

に
千
太
郎
、
ワ
カ
ナ
に
向
け
て
語
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
入
っ
て
い
て
、
と
う
と
う
二
人
と
徳
江
と
の
接
触
は
文

字
通
り
の
声
に
よ
っ
て
の
み
果
た
さ
れ
る
。
こ
の
映
画
が
繰
り
返
し
要
請
し
て
き
た
、
聴
く
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
そ
こ
か
ら
想
像
す
る
と
い
う
行
為
が
、
二
人
の
頭
の
中
で
徳
江
を
蘇
ら
せ
る
。
こ
の
映
画
で
唯
一
、
想
像

の
世
界
が
映
像
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
る
場
面
で
あ
り
、
そ
こ
で
徳
江
は
穏
や
か
な
表
情
を
浮
か
べ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
、
世
間
に
黙
殺
さ
れ
て
来
た
徳
江
の
声
を
、
千
太
郎
、
ワ
カ
ナ
が
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
い
る
証
左

だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
千
太
郎
に
と
っ
て
は
、
実
の
母
親
の
声
を
真
剣
に
聴
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
過

去
に
対
し
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
儀
式
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
次
に
は
千
太
郎
が
映
画
の
冒
頭

と
違
っ
て
、
満
開
の
綺
麗
な
桜
に
囲
ま
れ
て
、
呼
び
込
み
を
し
な
が
ら
ど
ら
焼
き
を
売
っ
て
い
る
姿
が
映
し
出

さ
れ
、
通
過
儀
礼
を
果
た
し
た
彼
の
再
生
が
印
象
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
作
品
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

最
後
の
場
面
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
徳
江
と
い
う
ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
声
を
千
太
郎
、
ワ
カ
ナ
が
文
字
通
り

聴
く
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
一
般
社
会
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
拾
い
上
げ
て
こ
な
か
っ
た

元
患
者
た
ち
の
声
に
し
っ
か
り
と
耳
を
傾
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
映
画
が
我
々
に
突
き
付
け
た
重
要
な
課
題

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

（
注
一
） 

東
村
山
市
は
「
ハ
ン
セ
ン
病
そ
の
も
の
を
描
い
た
映
画
で
は
な
い
が
、
多
磨
全
生
園
や
同
園
の
『
人
権
の
森
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構
想
』
へ
の
理
解
に
つ
な
が
る
」
と
し
て
全
面
協
力
を
決
め
た
（『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
五
月
一
四
日
付

朝
刊
）。

（
注
二
） 

「
千
太
郎
　
永
瀬
正
敏
」『「
あ
ん
」
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ブ
ッ
ク
』（
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
二
〇
一
五
年
）、
五
三
頁

（
注
三
） 

藤
野
豊
『「
い
の
ち
」
の
近
代
史
―
「
民
族
浄
化
」
の
名
の
も
と
に
迫
害
さ
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
』（
か
も

が
わ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
六
〇
五
頁

本
報
告
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
Ｂ
）「
映
画
・
テ
レ
ビ
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
表
象

に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
」（
課
題
番
号
：
二
六
七
七
〇
〇
七
七
・
二
〇
一
四
〜
二
〇
一
六
年
度
）
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
）

外
交
史
を
考
え
る

︱
国
会
論
戦
か
ら

楠
　
　
　
綾
　
子

学
会
報
告
の
た
め
に
一
九
五
一
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
の
国
会
会
議
録
を
読
み
な
お
す
な
か
で
、

少
し
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
米
安
全
保
障
条
約
の
批
准
国
会
で
あ
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
と
は
異
な
り
、
対
日
講
和
条
約
は
日
本
に


