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通
訳
で
き
な
か
っ
た
が
、
観
客
に
は
映
画
界
の
重
要
人
物
が
そ
こ
に
い

て
、
前
例
の
な
い
上
映
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
た
と
思
う
。
後

の
お
疲
れ
会
で
は
、
次
は
映
画
界
の
本
丸
、
パ
リ
の
シ
ネ
マ
テ
ッ
ク
に

乗
り
込
ん
で
東
映
特
集
を
組
ま
せ
ま
し
ょ
う
と
、
二
人
で
野
望
を
語
り

合
っ
た
。

 
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
︶

セ
ン
タ
ー
の
活
動
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

白
　
　
　
雲
　
飛

共
同
研
究
員
と
し
て
、
二
〇
一
六
年
四
月
一
日
よ
り
、
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
﹁
説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に
﹂︵
代

表
：
倉
本
一
宏
教
授
︶
に
参
加
し
、
二
〇
一
九
年
三
月
末
ま
で
三
年

間
、
こ
の
研
究
会
で
研
究
・
勉
強
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
最
初
、
私
は

留
学
生
と
し
て
、
中
国
哲
学
・
思
想
を
専
攻
し
、
学
ん
で
い
ま
し
た

が
、
和
漢
比
較
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
平
安
末
期
か
ら
江
戸
時
代
ま
で

の
歴
史
及
び
日
本
の
中
古
・
中
世
文
学
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要

が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
共
同
研
究
会
に
参
加
し
、
同
時
に
期
待
も
い
だ

い
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
研
究
会
で
学
べ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
計
り
知
れ
な
い
大

き
な
も
の
で
あ
り
、
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。
記
憶
に
残
っ
て
い

る
こ
と
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
特
に
思
い
出
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
こ
こ

に
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
実
地
調
査
の
手
法
の
学
び

研
究
会
の
前
後
に
あ
っ
た
実
地
調
査
は
、
大
変
参
考
に
な
り
ま
し

た
。
研
究
会
に
参
加
す
る
以
前
は
、
専
ら
文
献
だ
け
で
全
て
を
判
断

し
、
研
究
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
研
究
会
に
お
い
て
学
ん
だ
こ
と

は
、
例
え
ば
歴
史
的
な
名
勝
の
具
体
的
な
場
所
に
つ
い
て
は
、
実
際
に

足
を
運
び
、
調
査
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
倉
本
先
生
と
古
橋
先
生

の
ご
指
導
で
、
他
の
方
々
と
と
も
に
現
地
に
赴
き
、
例
え
ば
内
裏
や
朱

雀
門
の
場
所
を
確
認
し
た
り
、
写
真
を
撮
っ
た
り
、
資
料
を
収
集
し
た

り
し
ま
し
た
。
歴
史
家
の
先
生
た
ち
に
と
っ
て
は
何
と
い
う
こ
と
も
な

い
活
動
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
ま
で
専
ら
文
献
を
扱
う
の
み
で
あ
っ
た
私

に
と
っ
て
は
、
実
に
新
鮮
で
面
白
い
こ
と
で
し
た
。
た
だ
、
実
際
に
ど

う
い
う
と
こ
ろ
が
役
立
つ
の
か
は
、
当
時
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

後
に
、
研
究
分
担
者
と
し
て
国
内
や
海
外
で
調
査
を
行
い
、
初
め
て
実

地
調
査
の
重
要
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。
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一
例
と
し
て
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
五
日
︱
一
七
日
に
、
中
国
西

安
で
﹁
放
生
池
﹂
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
事
前
に
﹁
百
度
地
図
﹂
に

て
﹁
放
生
池
﹂
の
場
所
を
示
す
地
図
を
準
備
し
て
行
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
﹁
放
生
池
﹂
の
場
所
は
﹁
写
真
：
西
安
銀
行
﹂
の
敷
地

内
に
あ
る
は
ず
だ
っ
た
の
が
、
実
際
は
﹁
西
安
銀
行
﹂
よ
り
南
南
西
の

方
角
、﹁
西
安
大
唐
西
市
﹂
の
﹁
金
市
広
場
﹂
に
位
置
す
る
骨
董
市
の

中
に
移
転
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。﹁
放
生
池
﹂
の
写
真
と

そ
れ
を
説
明
す
る
銘
文
を
付
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
写
真
と
後
文
に
あ
る

写
真
六
は
基
盤
研
究
Ａ
︵
一
般
︶﹁
日
本
に
お
け
る
﹁
生
き
物
供
養
﹂

﹁
何
で
も
供
養
﹂
の
連
環
的
研
究
基
盤
の
構
築
﹂
課
題
番
号
：

16H
01760

、︵
代
表
者
：
国
文
学
研
究
資
料
館
、
相
田
満
准
教
授
︶
の

研
究
分
担
者
と
し
て
の
調
査
の
一
部
で
あ
り
、
こ
こ
で
表
し
ま
す
。

も
う
一
例
と
し
て
、
二
〇
一
九
年
八
月
二
六
︱
二
九
日
に
中
国
北
京

で
行
っ
た
動
物
供
養
の
調
査
が
あ
り
ま
す
。
依
田
賢
太
郎
氏
の
研
究
論

文
﹁
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
動
物
慰
霊
碑
を
め
ぐ
る
文
化
﹂︵﹃
東
海
大
学

紀
要
：
海
︱
自
然
と
文
化
﹄
第
一
二
巻
第
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
五
三

︱
五
八
頁
︶
の
中
で
、
中
国
の
﹁
動
物
供
養
碑
﹂
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
実
際
の
写
真
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
求
め
る
た
め

の
調
査
で
し
た
。
そ
の
際
、
論
文
の
中
で
は
﹁
中
国
医
学
科
学
院
動
物

研
究
所
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
現
地
で
は
﹁
中
国
医
学
科
学

放生池の銘文
（同右）

大唐西市の放生池
（2019.11.17.撮影）

大唐西市
（同右）

写真：西安銀行
（2019.11.17.撮影）
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院
医
学
実
験
動
物
研
究
所
﹂
と
名
前
が
違
っ
た
た
め
、
あ
ち
こ
ち
で
情

報
を
聞
い
て
回
っ
て
、
や
っ
と
実
際
の
場
所
に
辿
り
着
け
た
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
現
地
に
行
っ
て
は
驚
き
、
実
地
調
査
の
必
要
性
を
実

感
す
る
出
来
事
も
度
々
あ
り
、
こ
の
研
究
会
で
学
ん
だ
こ
と
は
今
も
私

の
研
究
・
調
査
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

二
、
古
橋
信
孝
先
生
の
ア
ド
バ
イ
ス

研
究
会
に
お
い
て
は
、
日
文
研
の
学
者
・
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
ゲ

ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
も
貴
重
な
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
た
だ
、
専

門
外
の
私
に
は
、
研
究
会
で
発
表
さ
れ
、
議
論
さ
れ
る
内
容
に
時
々
追

い
つ
け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
倉
本
先
生
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
、

研
究
会
の
終
了
後
、
京
都
の
由
緒
あ
る
料
亭
で
懇
親
会
が
開
か
れ
、
食
事

を
し
な
が
ら
先
生
方
に
質
問
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
教
え
て
頂
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
古
橋
信
孝
先
生
に
は
多
く
の
質
問
を
投
げ
か

け
、
そ
の
都
度
、
先
生
か
ら
は
真
摯
な
お
答
え
を
返
し
て
頂
き
ま
し

た
。
懇
親
会
は
研
究
会
の
延
長
の
よ
う
で
も
あ
り
、
分
か
ら
な
い
事
柄

や
知
り
た
い
こ
と
に
つ
い
て
質
問
で
き
る
勉
強
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

特
に
質
問
の
多
い
私
に
対
し
て
、
古
橋
先
生
は
嫌
が
ら
ず
に
い
ろ
い

ろ
と
日
本
の
文
学
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ご
自
身
の
著

書
も
送
っ
て
く
だ
さ
り
、
日
本
語
・
日
本
文
学
を
研
究
す
る
上
で
の
ア

ド
バ
イ
ス
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
研
究
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
先

生
方
の
著
書
を
中
国
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
早
道
で
あ
る
と
教
え
て
頂

い
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
私
は
、
日
本
文
学
が
専
攻
で
な

い
自
分
に
出
来
る
か
ど
う
か
悩
み
ま
し
た
。
実
際
に
は
二
〇
〇
七
年
か

ら
時
々
先
生
方
の
論
文
を
中
国
語
に
翻
訳
し
、
公
表
し
た
り
も
し
て
い

ま
し
た
が
、
一
冊
の
本
を
丸
々
翻
訳
す
る
こ
と
は
ま
だ
決
心
が
つ
か
ず

に
い
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
二
〇
一
九
年
八
月
二
三
︱
二
五

日
に
北
京
大
学
で
開
か
れ
た
国
際
会
議
の
た
め
に
先
生
方
の
論
文
を
訳

す
機
会
が
あ
り
、
翻
訳
の
面
白
さ
が
分
か
り
、
急
激
に
意
欲
が
湧
い
て

き
た
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
論
文
翻
訳
だ
け
で
な
く
、
専
門
書
の
翻

訳
も
手
掛
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
懇
親
会
で
は
い
ろ
い
ろ
な
京
料
理
を
味
わ
い
、
京
都
の
街
並
み

に
も
徐
々
に
興
味
を
抱
き
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
以
前
は
、
博
士

号
を
取
る
こ
と
に
必
死
で
、
そ
の
ほ
か
の
こ
と
に
目
を
向
け
る
余
裕
が
な

く
、
京
料
理
や
街
並
み
な
ど
京
都
の
文
化
に
も
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
こ
の
研
究
会
や
懇
親
会
の
お
か
げ
で
、
そ
れ
ら
に
興
味
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
足
を
運
び
、
京
都
の
歴
史
や

文
化
に
触
れ
る
に
つ
れ
て
、
個
人
的
な
調
査
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

写
真
一
～
五
は
﹁
供
養
碑
﹂
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
時
に
訪
問
し
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た
京
都
府
京
丹
後
市
峰
山
町
泉
一
一
六
五
︱
二
に
あ
る
﹁
金
刀
比
羅
神

社
﹂
の
﹁
狛
猫
﹂﹁
猫
石
﹂﹁
猫
の
置
物
﹂﹁
放
生
池
︲
亀
﹂
と
、
京
都

府
京
都
市
右
京
区
太
秦
森
ケ
東
町
五
〇
番
地
に
あ
る
﹁
木
嶋
坐
天
照
御

魂
神
社
﹂
の
﹁
三
本
足
の
鳥
居
﹂
で
す
。
こ
こ
で
は
地
元
の
文
化
に
触

れ
、
信
仰
を
示
す
珍
し
い
品
々
を
拝
見
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
歴

史
書
に
記
載
が
あ
る
か
ど
う
か
、
説
話
に
出
て
い
る
か
ど
う
か
も
調
べ

て
い
た
私
に
と
っ
て
は
貴
重
な
経
験
で
、
引
き
続
き
調
査
を
行
っ
て
い

き
た
い
と
い
う
思
い
を
強
く
し
ま
し
た
。

こ
こ
以
外
に
も
、
名
古
屋
、
和
歌
山
、
長
浜
を
は
じ
め
、
長
野
県
、

群
馬
県
に
も
足
を
運
び
、
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
日
本
文
化
や
歴
史
の

教
養
に
浅
く
、
特
に
日
本
の
近
現
代
の
こ
と
に
詳
し
く
な
い
私
に
と
っ

て
は
、
な
る
べ
く
日
本
の
多
く
の
場
所
に
足
を
踏
み
入
れ
て
調
査
を
す

る
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
取
得
す
る
近
道
で
は
な
い
か
と
思
う

に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に

は
、
貴
重
な
出
会
い
も
あ
り
ま

し
た
。

︵
以
下
の
写
真
は
、
す
べ
て

筆
者
に
よ
る
も
の
で
す
。
写
真

の
掲
載
は
、
関
係
者
及
び
ご
本

人
様
の
ご
許
可
を
頂
い
て
お
り

［写真五］
「木嶋坐天照御魂神社」

（2018.6.23.）

［写真二］「金刀比羅神社」
（2018.6.10. 筆者）

［写真一］「金刀比羅神社」
（2018.6.10. 筆者）

［写真四］同右

［写真三］同右
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ま
す
。︶

［
写
真
六
］
は
太
平
洋
戦
争
後
に
グ
ア
ム
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
、

た
だ
一
人
、
二
八
年
も
生
き
残
り
、
生
還
し
た
旧
日
本
兵
の
横
井
庄
一

氏
の
墓
碑
で
す
。
墓
碑
の
前
に
﹁
グ
ア
ム
島
の
小
動
物
の
霊
﹂
と
い
う

﹁
小
動
物
供
養
塔
﹂
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
供
養
塔
の
写
真

デ
ー
タ
を
求
め
ら
れ
た
時
に
、
場
所
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
横
井

庄
一
記
念
館
を
訪
ね
て
横
井
庄
一
氏
の
奥
さ
ま
︵
写
真
七
︶
に
お
目
に

か
か
り
、
ご
親
族
の
大
鹿
一
八
氏
︵
津
島
市
議
会
議
員
︶︵
写
真
八
︶

の
ご
案
内
に
よ
っ
て
撮
影
で
き
た
写
真
で
す
。

そ
れ
ま
で
私
は
、
横
井
庄
一
氏
の
こ
と
は
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
日
は
、
横
井
庄
一
記
念
館
で
奥
さ
ま

と
大
鹿
氏
と
、
生
命
倫
理
や
動
物
供
養
、
空

海
和
尚
な
ど
に
つ
い
て
熱
く
議
論
し
、
日
没

ま
で
の
時
間
を
と
も
に
過
ご
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
横
井
氏
の
奥
さ
ま
は
九
〇
歳
を
む
か

え
、
私
の
書
い
た
文
章
を
楽
し
み
に
さ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
文
章
が
無
事
に
掲
載

と
な
れ
ば
、
ぜ
ひ
奥
さ
ま
に
読
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

［写真六］「横井庄一氏の墓碑」
及び「グアム島の小動物の霊」
の墓碑（2017.12.23. 愛知県
名古屋市において筆者撮影）［写真八］ご親族の大鹿一八氏

［写真七］横井美保子氏
（2017.12.23. 愛知県名古屋市、横井
庄一記念館において筆者撮影）
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三
、「
漢
字
及
び
漢
字
文
化
を
無
く
す
」
問
題

研
究
会
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
中
国
の
漢
字
及
び
漢
字
文
化
を

一
掃
す
る
政
策
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
大
変
デ
リ
ケ
ー
ト
な
話
題
で
あ
り
、
中
越
の
対
立
が
こ
れ

ほ
ど
険
し
く
な
っ
て
い
る
と
は
思
い
も
よ
ら
ず
、
辛
い
気
持
ち
で
お
り

ま
し
た
。
そ
の
中
で
意
見
を
求
め
ら
れ
る
と
、
お
互
い
が
傷
つ
か
な
い

た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
を
す
れ
ば
よ
い
か
と
考
え
て
、
か
な

り
緊
張
し
ま
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
系
中
国
人
の
私
に
と
っ
て
は
、
辛
い
話
題
で
し
た
。
憎
悪

に
よ
っ
て
文
化
や
遺
産
を
破
壊
す
る
行
為
は
一
時
的
な
現
象
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
の
国
々
に
と
っ
て
良
い
こ
と
を
も
た
ら
し
て
い
る
と

は
、
私
に
は
判
断
出
来
ま
せ
ん
。
た
だ
、
貴
重
な
歴
史
資
料
と
な
る
漢

字
文
化
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
、
大
変
痛
ま
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

平
和
主
義
者
の
私
は
、
貴
重
な
歴
史
を
刻
む
文
化
財
を
破
壊
す
る
前

に
、
ぜ
ひ
一
度
、
冷
静
に
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。
破
壊
行
為
か
ら
は
何
も
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
り
、
文
化
遺
産
を
必
要
と
し
て
い
る
人
々
や
、
あ
る
い
は
国
に
で

も
譲
る
か
売
る
か
す
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
手
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
厳
し
い
問
題
に
直
面
し
て
も
、
人
々
が
研
究
者
も
含
め
て
国
の
境
界

線
を
越
え
ら
れ
な
い
の
は
、
如
何
に
も
無
力
で
辛
い
現
実
で
す
。

研
究
会
で
は
、
国
際
問
題
や
各
国
の
政
策
も
学
び
、
今
も
昔
も
世
界

各
地
で
は
貴
重
な
歴
史
資
料
や
文
化
を
破
壊
す
る
行
為
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
運
命
的
な
も
の
な
の

か
、
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的
文
化
遺
産
は
一
旦
破
壊
す

る
と
再
生
不
能
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
破
壊
行
為
を
行
う
前
に
慎
重
に

な
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

憎
悪
は
現
実
と
し
て
存
在
す
る
の
は
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

を
超
え
る
人
間
の
知
性
、
智
慧
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

以
上
が
、
こ
の
研
究
会
に
お
い
て
私
が
学
ん
だ
こ
と
で
す
。
私
は
、

こ
れ
か
ら
も
こ
の
社
会
の
成
り
行
き
を
観
察
し
、
日
本
文
化
や
歴
史
、

日
本
文
学
を
学
び
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
い
つ
か
、
き
っ
と

役
に
立
つ
働
き
が
で
き
る
良
い
チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

︵
大
阪
府
立
大
学
客
員
研
究
員
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