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は
じ
め
に

〈
文
化
の
盗
用
〉
はCultural appropriation

の
訳
語
で
あ
る
。
あ
る
文
化
圏

に
属
す
る
者
が
他
の
文
化
圏
の
文
化
財
を
流
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

〈
文
化
の
盗
用
〉
が
問
題
視
さ
れ
る
の
は
多
く
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
文
化
財
を
流
用
し
た
場
合
に
お
い
て
で
あ
り
、
特
に
国
家
の
権
力
関
係

が
絡
む
場
合
は
植
民
地
支
配
の
一
形
態
と
も
見
做
さ
れ
る
。
二
〇
一
九
年
六
月

二
十
五
日
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
タ
レ
ン
ト
で
あ
る
キ
ム
・
カ
ー
ダ
シ
ア
ン
（K

im
 

K
ardashian

）
が
下
着
ブ
ラ
ン
ド
「
Ｋ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
」
を
発
表
し
た
こ
と
が
発

端
と
な
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
〈
文
化
の
盗
用
〉
に
つ
い
て
の
議
論
が
起
こ
っ
た
。

本
稿
で
考
察
し
た
い
の
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
〈
文
化
の
盗
用
〉
な

の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
作
品
を
元
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
か
ら
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と
置
き
換
え
て
再
創
造
・
再
解
釈
す
る
営

為
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
化
財
を
別
の
文
化
圏
に
移
入
さ
せ
て
脚
色
・

脱
色
す
る
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
（Linda H

utcheon

）
は
『
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

理
論
』（A Theory of Adaptation 

（2006

） New
 York : R

outledge

）
に
お
い
て
、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
観
点
か
ら
文
化
横
断
を
伴
う
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に

言
及
し
て
い
る
。

物
語
が
移
動
を
す
る
と
き
―
―
メ
デ
ィ
ア
、
時
間
、
場
所
を
越
え
て
こ

の
よ
う
に
翻
案
さ
れ
る
と
き
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
―
―
最
後
に
は
エ
ド

ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
異
な
る
「
プ
ロ
セ
ス
に
も
と
づ
く
表
象
と
制
度
化
」

（
一
九
八
三
年
　
二
二
六
）
と
呼
ぶ
も
の
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

サ
イ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
移
動
す
る
理
念
や
理
論
に
は
四
つ
の
要
素
が
か
か

わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
初
期
状
況
、
横
断
す
る
距
離
、

ひ
と
ま
と
ま
り
の
受
容
（
あ
る
い
は
反
発
）
の
状
況
、
そ
し
て
新
た
な
時

代
と
場
所
で
の
理
念
の
変
容
で
あ
る
（
一
九
八
三
年
　
二
二
六
―
二
七
）
。

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
、
以
前
の
作
品
が
新
し
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

変
容
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
決
ま
っ
た
場
所
に
し
か
通
用
し
な
い
特
殊
な

事
柄
で
あ
っ
て
も
、
新
た
な
土
壌
へ
と
移
植
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
新

し
く
混ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド

成
的
な
も
の
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
１
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
文
化
の
混
成

を
意
識
的
に
組
織
し
、
新
し
い
価
値
を
創
出
す
る
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
《
ひ
と
つ
の
物
語
を
文
化
的
に
順
化
す
る
》
際
に
採
ら
れ

る
方
法
と
し
て
は
、
《
（
一
）
歴
史
化
／
脱
歴
史
化
》
《
（
二
）
人
種
化
／
脱
人

矢
吹

　文
乃

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
〈
文
化
の
盗
用
〉

―
―
寺
山
修
司
『
草
迷
宮
』
と
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
の
Ｃ
Ｍ
炎
上
を
め
ぐ
っ
て



－ 12 －－ 13 －

種
化
》
《
（
三
）
具
象
化
／
脱
具
象
化
》
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）

以
上

を
踏
ま
え
る
と
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
る
文
化
財
を
別
の
文
化
圏
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
置
き
、
脚
色
／
脱
色
す
る
行
為
―
―
〈
文
化
の
盗
用
〉
的
行

為
だ
と
み
な
せ
て
し
ま
う
。

け
れ
ど
も
、
同
書
の
な
か
で
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
努
め

て
肯
定
的
に
意
義
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
モ
リ
エ
ー
ル
に

よ
る
戯
曲
「
タ
ル
チ
ュ
フ
」
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
翻
案
「
ア
ル
シ
ャ
イ
ー
ク
・

マ
ト
ル
ー
フ
」
な
ど
の
例
を
示
し
た
う
え
で
、
こ
う
し
た
作
品
の
存
在
は
《
誰

も
が
受
容
可
能
で
あ
る
と
み
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
過
去
の
物
語
を
現
代
的

に
読
み
直
す
機
会
》
を
与
え
て
く
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
翻
案
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
原
作
に
あ
っ
た
権
威
や
暴
力
性
が
解
体
さ
れ
、
現
代
的
な
読
み
直

し
が
可
能
に
な
る
と
い
う
意
見
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
屈

は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
翻
案
者
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
作
品
を
作
り
か
え
る
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
ッ
チ
オ
ン
に
よ
っ
て
《
過
去
の
物
語
を
現
代
的
に
読
み
直
す
機
会
》
を

与
え
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
作
品
の
翻
案
者
は
み
な
、
有
色
人
種
、
女

性
と
い
っ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
属
性
を
持
っ
た
者
で
あ
る
。
一
方
、
批
判
さ
れ

て
い
る
映
画
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
（
一
九
八
九
年
）
の
監
督
・
ピ
ー
タ
ー
・

ブ
ル
ッ
ク
は
白
人
男
性
（
ユ
ダ
ヤ
系
移
民
の
両
親
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
出
身
者
）

で
あ
る
。
文
化
横
断
を
伴
う
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
論
じ
る
際
に
、
ハ
ッ
チ

オ
ン
は
〈
文
化
の
盗
用
〉
的
な
作
品
へ
の
肯
定
的
な
評
価
を
巧
妙
に
避
け
て

い
る
。
念
の
た
め
断
っ
て
お
く
と
、
筆
者
が
主
張
し
た
い
の
は
白
人
男
性
に

よ
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
も
高
く
評
価
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
政
治

的
／
経
済
的
に
権
力
勾
配
が
あ
る
文
化
間
で
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
お
こ
な

わ
れ
る
と
き
、
優
位
な
文
化
圏
に
属
す
る
者
が
翻
案
し
た
作
品
は
〈
文
化
の

盗
用
〉
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ハ
ッ
チ
オ
ン
が
暗
に
認
め
て
い
た
と
指

摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

哲
学
研
究
者
の
渡
辺
一
暁
は
「
文
化
的
盗
用
―
―
そ
の
限
界
、
そ
の
分
析
の

限
界
―
―
」
に
お
い
て
《
文
化
を
ま
た
い
で
の
内
容
の
盗
用
は
芸
術
作
品
に
お

い
て
と
く
に
あ
り
ふ
れ
て
い
る
》
と
述
べ
、
ア
フ
リ
カ
彫
刻
か
ら
モ
チ
ー
フ
を

借
り
た
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
の
絵
画
『
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
娘
た
ち
』（
一
九
〇
七
年
）

と
、
Ｗ
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
リ
ア
王
」
か
ら
プ
ロ
ッ
ト
を
借
り
た
黒
澤
明

の
映
画
『
乱
』（
一
九
八
五
年
）
を
と
も
に
《
盗
用
》
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。

（
３
）

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
乱
』
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
べ
る
作
品
で
あ

る
。
し
か
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
英
国
）
と
黒
沢
（
日
本
）
の
関
係
で
は
、
黒

沢
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
搾
取
し
て
い
る
と
は
認
め
が
た
い
。
つ
ま
り
、
渡
辺

は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
／
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
力
構
造
を
問
わ
ず
、
芸
術
に
お
け
る

あ
ら
ゆ
る
文
化
的
越
境
を
《
盗
用
》
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
。

ハ
ッ
チ
オ
ン
の
評
価
方
法
や
渡
辺
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
、
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
は
〈
文
化
の
盗
用
〉
的
な
性
質
が
少
な
か
ら
ず
備
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
翻
案
者
に
積
極
的
に
〈
文
化
の
盗
用
〉
を
し
よ

う
と
い
う
意
識
が
な
く
て
も
、
結
果
的
に
明
ら
か
に
〈
文
化
の
盗
用
〉
風
な

表
現
が
用
い
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
は
あ
る
。
一
切
の
流
用
を
含
ま
な
い
芸

術
表
現
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
文
化
的
越

境
を
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
み
な
し
て
断
罪
す
る
こ
と
は
、
最
善
策
と
は
考
え

づ
ら
い
。

哲
学
的
観
点
か
ら
〈
文
化
の
盗
用
〉
を
論
じ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｏ
・
ヤ
ン

グ
（Jam

es O
. Young

）
は
、
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
い
う
概
念
の
出
発
点
に
は
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《a culture ow
ns som

e w
ork of art or an artistic elem

ent

》
（
４
）（

拙
訳
：
文
化
は

芸
術
作
品
や
芸
術
の
構
成
要
素
と
な
る
も
の
を
所
有
す
る
）
と
い
う
発
想
が

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
い
う
概
念
が
誕
生
し
、
文
化
が
作

者
に
代
わ
っ
て
作
品
の
所
有
権
を
主
張
す
る
構
造
が
で
き
た
こ
と
で
、
簒
奪

者
を
文
化
全
体
で
糾
弾
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
作
品
の
所

属
す
べ
き
文
化
圏
を
作
者
の
国
籍
を
基
準
と
し
て
規
定
す
る
方
法
自
体
に
も
、

暴
力
性
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
〈
文
化
の
盗
用
〉
を
わ
か
つ
も
の
は
あ
る
の
か
。

本
稿
で
は
寺
山
修
司
（
一
九
三
五
―
一
九
八
三
年
）
が
監
督
し
た
映
画
『
草

迷
宮
』
と
、
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
の
ウ
ェ
ブ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
（
以
下
、
Ｃ
Ｍ
）

を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
〈
文
化
の
盗
用
〉
問
題
を
例
に
こ
の
疑
問
に
迫
り
た
い
。

一
　
冒
涜
と
敬
意

映
画
『
草
迷
宮
』

（
５
）

は
、
『
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
犬
』
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ

る
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ジ
ュ
（Pierre B

raunberger

）
が
「
誘
惑
」
を
テ
ー
マ
に
、
三

人
の
監
督
を
集
め
て
オ
ム
ニ
バ
ス
の
短
編
映
画
集
と
し
て
制
作
し
た
う
ち
の

一
本
で
あ
る
。
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
へ
出
品
さ
れ
た
の
ち
に
パ
リ
で
は
公
開

さ
れ
た
が
、
日
本
で
は
商
業
的
な
成
功
が
見
込
め
な
い
と
判
断
さ
れ
て
長
ら

く
お
蔵
入
り
に
な
り
、
寺
山
没
後
の
一
九
八
三
年
十
一
月
に
よ
う
や
く
本
邦

上
映
が
叶
っ
た
。

（
６
）

映
画
は
、
亡
母
が
歌
っ
て
い
た
手
毬
唄
の
歌
詞
を
探
し
て
旅
を
す
る
青
年
・

明
の
物
語
と
、
厳
格
な
母
と
蠱
惑
的
な
美
女
・
千
代
女
の
あ
い
だ
で
危
う
く

揺
れ
る
少
年
・
明
の
物
語
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
交
錯
さ
せ
な
が
ら
展
開

す
る
。
泉
鏡
花
『
草
迷
宮
』
（
一
九
〇
八
年
）
の
翻
案
で
は
あ
る
も
の
の
、
ほ

と
ん
ど
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
る
。
禁
欲
的
な
母
親
と
快
楽
的
な
妖
女
に
翻
弄

さ
れ
る
少
年
と
い
う
構
図
は
寺
山
作
品
の
お
決
ま
り
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

（
７
）

二
〇
二
一
年
三
月
十
六
日
、
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
の
公
式
イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
（@

m
aisonvalentino

）
と
公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー
ア
カ
ウ
ン
ト
（@

M
aisonValentino

）
に
二
〇
二
一
春
夏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ

　
コ
レ
ツ
オ
ー
ネ 

ミ
ラ
ノ
」
の
ウ
ェ
ブ
Ｃ
Ｍ
の
写
真
お
よ
び
動
画
が
投
稿
さ

れ
た
。
日
本
向
け
ビ
ジ
ュ
ア
ル
の
監
督
は
イ
タ
リ
ア
人
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ピ
エ
ー

ル
パ
オ
ロ
・
ピ
ッ
チ
ョ
ー
リ
（Pierpaolo Piccioli

）
が
務
め
、
モ
デ
ル
に
は

木
村
拓
哉
と
工
藤
静
香
の
娘
で
あ
るK

ōki,

が
起
用
さ
れ
た
。

（
８
）

こ
の
日
本
向
け

Ｃ
Ｍ
は
、写
真
、
動
画
共
に
映
画
『
草
迷
宮
』
を
オ
マ
ー
ジ
ュ
し
た
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン
作
品
で
あ
る
。

こ
の
Ｃ
Ｍ
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
〝
炎
上
〟
し
、
同
月
三
十
日
、
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
は

ツ
イ
ッ
タ
ー
（
現
・
Ｘ
）
で
謝
罪
文
を
発
表
。
Ｃ
Ｍ
を
削
除
す
る
に
至
っ
た
。

（
９
）

日
本
人
の
モ
デ
ル
を
起
用
し
、
日
本
で
撮
影
を
行
っ
た
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に

お
い
て
、
モ
デ
ル
が
着
物
の
帯
を
思
わ
せ
る
布
の
上
に
座
る
、
ま
た
は

歩
く
、
靴
を
履
い
て
家
の
中
に
い
る
シ
ー
ン
が
登
場
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
は
日
本
の
文
化
に
敬
意
を
込
め
て
作
成
さ
れ
た

も
の
で
、
日
本
の
文
化
を
冒
涜
す
る
よ
う
な
意
図
は
全
く
な
く
、
こ
の

シ
ー
ン
で
使
わ
れ
た
布
も
、
着
物
の
帯
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
の

方
を
不
快
な
思
い
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ

ま
す
。）

10
（
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謝
罪
文
で
は
、
批
判
を
受
け
た
表
現
と
し
て
《
モ
デ
ル
が
着
物
の
帯
を
思

わ
せ
る
布
の
上
に
座
る
、
ま
た
は
歩
く
》
、
《
靴
を
履
い
て
家
の
中
に
い
る
》

と
い
う
二
つ
の
演
出
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
特
に
前
者
の
演
出
に
つ
い
て
は
、

西
陣
織
工
業
組
合
と
博
多
織
工
業
組
合
が
連
名
で
抗
議
文
を
送
付
し
た
こ
と

も
あ
っ
て
、）

11
（

話
題
を
呼
ん
だ
。

こ
の
謝
罪
文
の
興
味
深
い
点
は
、
冒
涜
と
敬
意
と
い
う
語
が
対
置
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
か
ら
は
、
批
判
者
に
と
っ
て
は
冒
涜
と
解

釈
で
き
る
も
の
が
制
作
者
に
と
っ
て
は
敬
意
の
表
現
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
う

な
す
れ
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
近
年
の
〝
炎
上
〟

時
に
企
業
が
発
表
す
る
謝
罪
文
に
は
「
誤
解
を
招
く
表
現
が
あ
っ
た
こ
と
を

お
詫
び
す
る
」
と
い
う
文
型
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
一
種
と
見

做
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
今
回
の
〝
炎
上
〟
を
と
り
ま
く
状
況
を

整
理
し
て
ゆ
く
と
、
こ
の
冒
涜
と
敬
意
の
す
れ
違
い
に
こ
そ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
と
〈
文
化
の
盗
用
〉
の
交
点
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
〝
炎
上
〟
の
原
因
を
探
る
た
め
に
、
Ｃ
Ｍ
の
問
題
点
を
分
析
し
て

い
る
ウ
ェ
ブ
ニ
ュ
ー
ス

）
12
（

を
分
類
し
て
み
た
い
。
記
事
で
は
大
ま
か
に
三
種
類

の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

①
「
踏
む
」
と
い
う
表
現
に
問
題
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の

②
映
画
『
草
迷
宮
』
が
持
つ
意
味
の
単
純
化
を
問
題
と
す
る
も
の

）
13
（

③
制
作
者
の
意
図
が
読
み
と
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
と
す
る
も
の

）
14
（

割
合
と
し
て
は
①
が
最
も
高
く
、
②
③
に
分
類
し
た
記
事
も
含
め
ほ
ぼ
す

べ
て
の
記
事
が
「
踏
む
」
と
い
う
表
現
に
批
判
が
集
ま
っ
た
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
た
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
踏
む
表
現
に
問
題
が
あ
っ
た
と
す
る
記
事

の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。

　
３
月
、
一
つ
の
動
画
が
日
本
で
炎
上
し
た
。
イ
タ
リ
ア
の
高
級
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
の
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
の
動
画
だ
。
モ
デ
ル
の
日
本
人

女
性K

マ

マ

oki

が
畳
の
上
で
靴
を
履
い
て
い
る
。
着
物
の
帯
を
連
想
さ
れ
る

長
い
生
地
の
上
を
靴
で
歩
く
。
そ
ん
な
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
が
文
字
通
り
「
日
本
の
文
化
を
踏
み
に
じ
っ
た
」
と
解
釈
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
は
こ
の
批
判
に
対
し
て
謝
罪
を
行
い
、

動
画
を
削
除
し
た
。

　
最
近
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
「
事
故
」
が
瞬
時
に
目
立
つ
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
も
そ
う
い
う
「
誤
解
」
は
た
び
た
び
あ
っ
た

が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
拡
散
し
て
多
く
の
人
が
即
知
る
こ
と
も

な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
「
誤
解
」
が
文
化
的
不
平
等
の
産
物
で
あ
る
と

も
さ
ほ
ど
認
識
し
な
か
っ
た
。

（
中
略
）

　
そ
れ
が
現
在
、
異
な
る
文
化
の
相
互
理
解
を
促
す
プ
ロ
セ
ス
と
み
な

す
の
か
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
単
な
る
ネ
タ
な
の
か
、
経
済
的
文
化
的

優
位
性
を
も
つ
立
場
の
文
化
盗
用
で
あ
る
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル

で
判
断
さ
れ
る
。）

15
（

《
文
化
的
不
平
等
の
産
物
》
や
《
文
化
盗
用
》
と
い
う
語
か
ら
、
Ｃ
Ｍ
の
〝
炎

上
〟
が
〈
文
化
の
盗
用
〉
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

記
事
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
Ｃ
Ｍ
を
批
判
し
た
人
々
は
、
帯
や
畳
を
踏
む
行



－ 14 －－ 15 －

為
を
日
本
文
化
を
踏
み
に
じ
る
意
味
だ
と
解
釈
し
て
冒
涜
的
だ
と
評
価
す

る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
批
判
者
の
解
釈
に
大
き
な
飛
躍
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
監
督
の
ピ
ッ
チ
ョ
ー
リ
の
出
身
地
で
あ
る
イ
タ
リ

ア
の
言
語
に
お
い
て
も
、
「
踏
む
」
を
意
味
す
る
語 calpestare 

に
は
日
本

語
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
踏
み
に
じ
る
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
踏
む
こ

と
に
関
す
る
文
化
的
な
意
味
の
差
は
大
き
く
な
い
。）

16
（

〝
炎
上
〟
を
事
前
に

反
応
を
予
想
す
る
こ
と
は
、
制
作
者
に
と
っ
て
も
難
し
く
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
撮
影
に
携
わ
っ
た
広
告
代
理
店
関
係
者
は
《
ま

さ
か
布
の
上
を
歩
く
シ
ー
ン
が
炎
上
す
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
》）

17
（

と
述
べ

て
い
た
と
い
う
。
や
は
り
、
踏
む

行
為
に
対
す
る
認
識
は
制
作
者
と

批
判
者
の
あ
い
だ
で
食
い
違
っ
て

い
る
。

こ
う
し
た
認
識
の
食
い
違
い
の

発
生
に
は
、
Ｃ
Ｍ
の
原
作
に
あ
た

る
映
画
『
草
迷
宮
』
が
関
わ
っ
て

い
る
。
映
画
に
は
、
俳
優
が
本
物

の
帯
を
踏
ん
で
走
る
場
面
が
登
場

す
る
の
で
あ
る
【
画
像
１
】
。
こ

れ
は
、
千
代
女
に
誘
惑
さ
れ
た
少

年
・
明
が
千
代
女
の
住
む
土
蔵
を

逃
げ
出
す
場
面
で
あ
る
。
Ｃ
Ｍ
の

制
作
者
は
こ
の
演
出
に
あ
や
か
っ

て
敬
意
を
表
す
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

帯
を
踏
ん

だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
映
画
に
対
す
る
敬
意
で
は
あ
っ
た
が
、
帯
に
対

す
る
冒
涜
で
あ
っ
た
。

事
態
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
帯
を
踏
む
演
出
を
先
に
お
こ
な
っ
た

の
が
日
本
に
生
ま
れ
、
日
本
国
籍
を
持
ち
、
日
本
文
化
圏
内
で
生
活
し
て

き
た
寺
山
修
司
だ
っ
た
と
い
う
揺
る
ぎ
な
い
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
批

判
者
の
大
半
が
原
作
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
（
忘
れ
て
い
た
）
た
め

に
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

も
、
食
い
違
い
の
発
生
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

文
化
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
＝
寺
山
が
「
帯
を
踏
む
」
と
い
う
〈
通
例
か
ら

逸
脱
す
る
表
現
〉

）
18
（

を
し
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
＝
ピ
ッ
チ
ョ
ー
リ
が
そ
れ
に

つ
づ
い
た
こ
と
が
〈
文
化
の
盗
用
〉
だ
と
批
判
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
事
例

は
、
「
Ｋ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
」
の
事
例
な
ど
と
は
問
題
の
質
が
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
単
純
な
流
用
や
冒
涜
で
は
な
く
、
あ
る
観
点
か
ら
は
反
復
や
敬
意

と
し
て
評
価
で
き
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
擁
護
さ
れ
る
映
画

そ
も
そ
も
、
〈
通
例
か
ら
逸
脱
す
る
表
現
〉
を
お
こ
な
う
こ
と
は
な
に

が
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
渡
辺
は
そ
の
ま
ず
さ
を
二
点
挙
げ
て
い
る
。）

19
（

一
点
目
は
、
《
あ
る
文
化
に
属
す
る
者
は
み
な
怠
け
者
だ
と
か
、
も
の
ご

と
を
正
確
に
語
ら
な
い
者
が
多
い
と
か
い
っ
た
誤
解
を
招
く
表
象
》
を
す

る
こ
と
で
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
煽
ら
れ
る
ま
ず
さ
。
二
点
目
は
、
《
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
の
産
物
で
あ
っ
た
場
合
に
は
も
っ
と
美
し
い
結
果
を
も
た
ら
す

画像１　映画『草迷宮』の帯踏み
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表
現
技
法
が
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に
よ
っ
て
へ
た
に
用
い
ら
れ
》
る
こ
と
で

表
現
技
法
の
美
的
価
値
が
損
な
わ
れ
る
ま
ず
さ
で
あ
る
。

し
か
し
、
渡
辺
の
挙
げ
る
基
準
、
特
に
二
点
目
は
本
質
主
義
に
陥
っ
て
い
る
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
／
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
い
う
枠
組
み
は
不
確
定
な
も
の
で
あ

る
し
、
美
し
い
／
へ
た
と
い
う
判
断
基
準
も
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
映
画
を
発

明
し
た
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
フ
ラ

ン
ス
映
画
が
至
高
で
イ
ン
ド
映
画
は
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
あ
る
価
値
基
準
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て
《
美
し
い
結
果
を
も
た
ら
》
し
た

者
を
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
、
《
へ
た
に
用
い
》
た
者
を
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
事
後
的

に
線
引
き
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
宗
主
国
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
い
う
概
念
自
体
の
抱
え
る
問
題
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
言
う
と
き
の
文
化
の
輪
郭
は
、
人
種
や
国
籍
と

い
っ
た
枠
組
み
を
借
り
て
作
為
的
に
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
化
の
構
成
者

で
あ
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
論
理
に
与
し
な
い
よ
う
な
芸
術
表
現
は
保
護
さ
れ

づ
ら
い
。
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
は
ず
の
文
化
に
輪
郭
を
作
り
、
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
／
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
、
〝
真
正
な
〟
表
現
／
〝
誤
っ
た
〟
表
現
を
選
り

わ
け
る
が
ゆ
え
に
〈
文
化
の
盗
用
〉
が
起
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
の

事
例
が
あ
る
こ
と
も
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

あ
る
流
用
を
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
優
位

の
構
造
が
再
生
産
さ
れ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
。

帯
を
踏
む
と
い
う
行
為
が
あ
ら
ゆ
る
文
脈
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
冒

涜
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
映
画
に
お
け
る
帯
踏
み
も
批
判
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
Ｃ
Ｍ
の
帯
踏
み
が
批
判
を
浴
び
る
か
た
わ
ら
で
映

画
の
帯
踏
み
は
擁
護
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
映
画
を
擁
護
す
る
言
説
は
、

し
ば
し
ば
独
自
の
理
屈
を
用
い
て
Ｃ
Ｍ
と
映
画
を
弁
別
す
る
。
そ
れ
は
、
映

画
と
違
っ
て
Ｃ
Ｍ
の
帯
踏
み
は
芸
術
的
で
な
い
／
素
敵
で
な
い
と
い
う
主
張

で
あ
る
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
投
稿
を
二
例
確
認
し
た
い
。

@
chieko_1438

に
よ
る
投
稿

バ
レ
ン
チ
ノ
の
炎
上
の
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
と
い
う
草
迷
宮
（
寺
山

修
司
監
督
）
と
、
今
回
の
炎
上
。
全
く
帯
の
扱
い
違
う
の
で
す
イ
ン
ス

パ
イ
ア
さ
れ
て
芸
術
と
し
て
消マ

マ化
し
て
無
い
感
じ
。
寺
山
修
司
の
は
道

と
し
て
見
え
る
。
寺
山
す
ご
い
な
、
す
き
。
（
筆
者
注
：
掲
載
写
真
略

））
20
（

@
kam

inom
ani625

に
よ
る
投
稿

文
章
の
み
の
記
事
を
先
に
読
ん
だ
の
で
、
裸
足
か
足
袋
な
ら
ま
だ
マ
シ

だ
っ
た
ろ
う
に
…マ

マ

と
思
っ
て
い
た
ら
、
屋
内
じ
ゃ
な
く
て
直
に
土
の
上

に
敷
い
て
い
た
と
は
。
／
個
人
的
な
感
覚
で
い
う
と
、
こ
れ
は
許
容
し

難
い
な
…マ

マ

そ
も
そ
も
素
敵
じ
ゃ
な
い
。
／
こ
れ
で
寺
山
修
司
の
オ
マ
ー

ジ
ュ
と
言
わ
れ
て
も
ね
え
。
『
草
迷
宮
』
の
帯
の
扱
い
方
と
は
、
全
然
違

う
よ
。）

21
（

こ
の
よ
う
に
〝
炎
上
〟
を
形
作
っ
た
言
説
の
多
く
は
、
芸
術
的
で
な
い
／

素
敵
で
な
い
な
ど
、
き
わ
め
て
主
観
的
な
評
価
を
根
拠
に
し
て
Ｃ
Ｍ
を
批
判

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
観
的
な
批
判
が
な
ぜ
異
口
同
音
に
発
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

評
論
家
の
荻
上
チ
キ
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
展
開
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
言

説
に
つ
い
て
、
言
説
に
含
ま
れ
る
論
理
の
多
く
は
「
な
に
か
を
批
判
し
た
い
」
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と
い
う
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
口
実
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。）

22
（

　
「
政
治
問
題
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
数

あ
る
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
中
か
ら
「
い
や
あ
、
や
っ
ぱ
り
官
僚
は
ク
ズ

で
す
よ
ね
」
と
答
え
た
り
す
る
。
一
般
に
こ
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
批
判
を
し
て
お
く
と
い
う
場
合
、
本
人

が
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
か
否
か
は
別
問
題
で
す
。
広
く
行
き
渡
っ
て
い

る
言
い
方
に
感
染
し
、
そ
れ
を
つ
な
げ
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
あ
る

種
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
加
担
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

誰
か
が
あ
る
論
理
を
用
い
て
他
人
を
批
判
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の

論
理
を
理
由
に
し
て
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

23
（

Ｃ
Ｍ
を
批
判
し
た
者
の
一
部
は
〝
炎
上
〟
に
便
乗
す
る
た
め
に
《
広
く
行

き
渡
っ
て
い
る
言
い
方
に
感
染
し
、
そ
れ
を
つ
な
げ
合
わ
せ
》
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
重
要
な
の
は
彼
ら
の
評
価
の
妥
当
性
で
は
な
く
、

彼
ら
が
Ｃ
Ｍ
を
芸
術
的
で
な
い
／
素
敵
で
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
で
Ｃ
Ｍ
と

映
画
を
切
り
離
そ
う
と
し
た
こ
と
の
ほ
う
で
あ
る
。
Ｃ
Ｍ
を
映
画
か
ら
切
り

離
す
こ
と
で
、
彼
ら
は
な
に
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｃ
Ｍ
が
映
画
を
オ
マ
ー
ジ
ュ
し
た
と
い
う
情
報
は
Ｃ
Ｍ
公
開
と
同
時
に
発

表
さ
れ
て
い
た
。
映
画
の
帯
踏
み
を
是
と
す
れ
ば
、
映
画
に
敬
意
を
示
し
た

Ｃ
Ｍ
を
批
判
す
る
の
は
根
拠
が
弱
い
。
か
と
い
っ
て
映
画
の
帯
踏
み
ま
で
非

と
す
る
と
、
Ｃ
Ｍ
以
前
に
制
作
さ
れ
た
映
画
を
ま
ず
は
批
判
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
り
論
点
が
ぶ
れ
る
。
そ
こ
で
、
批
判
者
は
Ｃ
Ｍ
が
映
画
の
美
的
価

値
を
歪
曲
し
て
い
る
と
主
張
し
、
Ｃ
Ｍ
が
映
画
に
向
け
て
い
た
敬
意
を
透
明

化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
Ｃ
Ｍ
は
〈
文
化
の
盗
用
〉
の
枠
組
み
で

語
り
う
る
サ
イ
ズ
に
な
る
。
「
イ
タ
リ
ア
企
業
の
Ｃ
Ｍ
が
日
本
文
化
を
冒
涜
し

た
。
こ
れ
は
〈
文
化
の
盗
用
〉
で
あ
り
批
判
さ
れ
る
べ
き
だ
。
一
方
で
、
寺

山
は
日
本
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
日
本
文
化
を
理
解
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
寺

山
の
映
画
の
帯
踏
み
は
全
然
違
う
」
と
い
う
わ
け
だ
。

〝
炎
上
〟
に
加
担
し
た
者
の
思
考
を
下
支
え
し
て
い
る
の
は
「
日
本
人
な
ら

ば
日
本
文
化
を
冒
涜
し
な
い
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
で

あ
る
。
〝
炎
上
〟
の
終
息
期
に
な
る
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
さ
ら
に
肥
大
化
し
、

つ
い
に
は
帯
を
踏
む
と
い
う
演
出
の
発
案
者
が
す
り
か
え
ら
れ
る
事
態
に
な

る
。
５
ち
ゃ
ん
ね
る
で
は
、
Ｃ
Ｍ
の
写
真
撮
影
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
中
国

人
カ
メ
ラ
マ
ン
の
フ
ィ
ッ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
が
帯
を
踏
む
よ
う
指
示
し
た
の
で

は
な
い
か
と
邪
推
す
る
言
説
が
現
れ
た
。）

24
（

ち
な
み
に
、
「
Ｋ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
」
が

〝
炎
上
〟
し
た
際
に
も
、
カ
ー
ダ
シ
ア
ン
を
韓
国
人
だ
と
思
い
込
ん
で
批
判
す

る
言
説
が
多
く
は
な
い
が
見
ら
れ
た
。

チ
ャ
ン
が
首
謀
者
に
指
名
さ
れ
た
結
果
、
イ
タ
リ
ア
対
日
本
と
い
う
構
図

は
消
え
、
冒
涜
の
原
因
は
中
国
対
日
本
の
文
化
的
差
異
、
果
て
は
反
日
感
情

に
ま
で
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
。
批
判
者
が
線
引
き
を
試
み
て
い
る
の
は
西

洋
―
東
洋
間
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
人
―
日
本
人
間
な
の
で
あ
る
。

白
山
羊
は
「
Ｋ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
」
の
〝
炎
上
〟
を
論
じ
た
コ
ラ
ム
で
、
《
白
人

が
日
本
文
化
を
「
盗
用
」
す
る
と
、
ま
る
で
承
認
欲
求
が
満
た
さ
れ
た
か
の

よ
う
に
喜
ぶ
》
日
本
人
の
反
応
は
《
名
誉
白
人
感
》
の
表
れ
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。）

25
（

こ
の
《
名
誉
白
人
感
》
が
、
前
述
の
す
り
か
え
の
原
因
で
も
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
白
人
に
同
一
化
す
る
た
め
に
は
、
黄
色
人
種
の
身
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分
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
消
費
者
は
西
洋
人
―
東
洋

人
間
に
は
線
引
き
を
せ
ず
、
代
わ
り
に
ア
ジ
ア
人
―
日
本
人
間
に
執
拗
な
ま

で
に
線
引
き
を
お
こ
な
う
の
だ
。
線
引
き
が
終
わ
る
と
、
都
合
の
悪
い
出
来

事
の
原
因
は
ア
ジ
ア
人
へ
な
す
り
つ
け
ら
れ
て
い
く
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と

隣
り
あ
わ
せ
に
用
い
ら
れ
る
と
き
の
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
い
う
批
判
の
語
彙
は
、

も
は
や
荻
上
の
指
摘
す
る
《
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
言
い
方
》
で
し
か
な
い
。

暴
力
を
批
判
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
語
彙
が
、
暴
力
を
ふ
る
う
文
脈
の
な
か

で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
転
倒
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

映
画
『
草
迷
宮
』
が
現
代
に
返
り
咲
く
可
能
性
は
、
映
画
を
擁
護
す
る
声

に
よ
っ
て
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
帯
を
地
面
に
敷
き
延
べ
て
全
裸
の
男
に
踏

ま
せ
た
寺
山
の
挑
発
も
、
す
っ
か
り
解
毒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
寺
山
が
考
案

し
た
帯
踏
み
と
い
う
表
現
は
〝
反
日
思
想
の
ア
ジ
ア
人
〟
と
い
う
架
空
の
人

物
に
よ
っ
て
正
真
正
銘
盗
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

三
　
線
引
き
の
力
学
、
接
続
の
力
学

帯
を
踏
む
行
為
の
暴
力
性
と
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
暴
力
性
を
天
秤
に
か
け

る
と
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
ほ
う
が
遥
か
に
深
刻
で
あ
る
。）

26
（

つ
ま
り
、
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
文
化
／
人
種
／
民
族
を
線
引
き
す
る
力
学
に
対
抗
す
る
た

め
の
、
接
続
の
力
学
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
〈
文
化
の
盗
用
〉
を
批
判
す
る
視
点
を
一
旦
脇
に

置
き
、
Ｃ
Ｍ
を
映
画
か
ら
の
生
成
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
再
接
続
し
て
み
た
い
。

Ｃ
Ｍ
の
監
督
を
務
め
た
ピ
ッ
チ
ョ
ー
リ
は
、
二
〇
一
八
年
に
侘
び
寂
び
を

テ
ー
マ
に
し
た
シ
ョ
ー
を
開
催
し
て
お
り
、）

27
（

日
本
文
化
へ
の
関
心
が
う
か
が

え
る
。
〝
炎
上
〟
を
論
じ
た
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
に
は
、
Ｃ
Ｍ
が
《
寺
山
監
督
の

『
草
迷
宮
』
が
パ
リ
市
内
の
映
画
館
で
公
開
さ
れ
た
よ
う
に
〝
日
本
の
文
化
を

世
界
に
向
け
て
〟
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
作
ら
れ
た
》）

28
（

の
だ
と
分
析
し
て
い

る
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｍ
が
『
草
迷
宮
』
を
オ
マ
ー
ジ
ュ
し
た
必

然
性
を
論
じ
る
に
は
、
制
作
陣
の
意
図
と
と
も
に
Ｃ
Ｍ
内
の
効
果
も
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。

Ｃ
Ｍ
は
、
モ
デ
ル
のK

ōki,

が
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
の
商
品
を
着
用
し
て
い
る

短
い
カ
ッ
ト
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
で
展
開
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
は
唱
歌
「
さ

く
ら
　
さ
く
ら
」
を
雅
楽
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
楽
曲
が
流
れ
て
い
る
。
映
画

と
の
相
違
点
は
数
え
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
帯
踏
み
表
現
を
共
通
点
だ
と
す

る
と
、
踏
む
主
体
が
男
性
か
ら
女
性
に
変
更
さ
れ
て
い
る
点
に
は
注
目
せ
ね

ば
な
る
ま
い
。
冷
泉
彰
彦
は
、
こ
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て

い
る
。男

性
が
女
性
を
性
的
な
対
象
と
し
か
見
ら
れ
な
い
と
い
う
文
化
の
象
徴

が
「
帯
解
け
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
回
の
Ｃ
Ｆ
に
お
い
て
、
女
性
の

K

マ

マ

oki

さ
ん
が
帯
を
踏
ん
で
歩
く
と
い
う
の
は
、
ア
ジ
ア
の
女
性
が
自
分

た
ち
が
「
性
的
な
対
象
と
し
て
消
費
さ
れ
る
の
を
拒
否
す
る
」
と
い
う

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。K

マ

マ

oki

さ
ん
が
踏
ん
で

い
る
の
が
、
「
帯
」
で
は
な
く
「
布
」
だ
と
い
う
こ
と
に
す
る
、
そ
う
し

て
鏡
花
の
原
作
に
回
帰
し
つ
つ
、
寺
山
作
品
の
持
っ
て
い
た
屈
折
し
た

セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
消
し
た
、
そ
ん
な
解
釈
も
可
能
は
可
能
で
す
。）

29
（
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冷
泉
は
Ｃ
Ｍ
の
表
現
に
《
帯
解
け
》）

30
（

の
意
味
を
読
み
込
み
、
帯
踏
み
の
主

体
が
男
性
か
ら
女
性
に
改
変
さ
れ
た
こ
と
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
主
張
が
盛

り
込
ま
れ
た
と
考
察
し
て
い
る
。
冷
泉
の
解
釈
は
、
「
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
　
コ

レ
ツ
オ
ー
ネ
ミ
ラ
ノ
」
の
Ｃ
Ｍ
に
起
用
さ
れ
た
五
名
が
全
員
女
性
（
内
四
名

が
ア
ジ
ア
系
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
、
説
得
力
が
あ
る
。

だ
が
、
Ｃ
Ｍ
が
《
鏡
花
の
原
作
に
回
帰
し
つ
つ
、
寺
山
作
品
の
持
っ
て
い
た

屈
折
し
た
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
消
し
た
》
と
い
う
指
摘
は
や
や
飛
躍
し
て
い

る
。
Ｃ
Ｍ
が
目
指
し
て
い
る
の
は
や
は
り
、
小
説
に
は
な
い
、
映
画
の
映
像

的
表
現
の
ほ
う
で
あ
る
。

映
画
に
お
い
て
、
帯
は
次
の
三
つ
の
場
面
で
登
場
す
る
。
管
見
の
限
り
、

先
行
研
究
に
は
こ
の
帯
の
演
出
に
つ
い
て
独
自
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
も
の

は
な
か
っ
た
。

Ａ
　
少
年
・
明
が
千
代
女
の
住
む
土
蔵
へ
入
っ
て
ゆ
く
場
面

Ｂ
　
少
年
・
明
が
千
代
女
に
犯
さ
れ
か
け
て
土
蔵
か
ら
逃
げ
出
す
場
面

Ｃ
　
少
年
・
明
が
対
岸
の
母
を
見
つ
め
な
が
ら
川
を
渡
る
場
面

【
画
像
１
】
で
挙
げ
た
の
は
Ｂ
の
場
面
で
あ
る
。
少
年
・
明
が
帯
の
上
を
駆

け
て
い
く
と
、
そ
の
先
に
は
青
年
・
明
が
た
た
ず
ん
で
い
る
。
こ
の
演
出
を

鑑
み
る
と
、
帯
の
上
を
走
る
こ
と
は
時
間
の
経
過
を
表
し
て
い
る
。

Ｃ
の
場
面
で
は
、
少
年
・
明
は
母
の
も
と
へ
行
こ
う
と
し
て
川
へ
飛
び
込
む
。

す
る
と
、
川
の
上
流
か
ら
帯
が
流
れ
て
く
る
。
少
年
・
明
が
渡
り
き
る
ま
え

に
場
面
が
切
り
替
わ
り
、
青
年
・
明
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
挟
ま
れ
る
。
場
面

が
戻
る
と
、
少
年
・
明
は
溺
死
体
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
る
。

途
中
に
挟
ま
れ
る
青
年
・
明
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
は
、
大
き
な
腹
を
抱
え

た
母
が
、
明
に
向
か
っ
て
《
明
か
え
…
…
ほ
ら
、
お
ま
え
を
も
う
一
度
、
妊

娠
し
て
や
っ
た
ん
だ
》）

31
（

と
宣
告
す
る
。
そ
の
唐
突
な
妊
娠
は
ま
る
で
、
こ
れ

か
ら
川
で
溺
死
す
る
少
年
・
明
の
命
を
吸
い
と
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
青
年
・

明
が
母
と
対
峙
す
る
カ
ッ
ト
で
は
、
画
面
中
央
下
部
に
畳
の
縁
を
使
っ
て
母

へ
向
か
う
道
が
作
ら
れ
て
い
る
【
画
像
２
】
。
Ｂ
の
場
面
で
少
年
・
明
が
走
っ

て
い
っ
た
道
は
、
母
へ
向
か
っ
て
伸
び
て
い
た
の
だ
。

劉
夢
如
は
、
映
画
に
お
け
る
水
の
表
象
に
注
目
し
た
分
析
で
《
寺
山
映
画

の
末
尾
に
お
い
て
、
明
青
年
が
黒
門
屋
敷
に
入
り
込
む
の
は
「
子
宮
」
へ
の

画像 2　畳縁で作られた道

画像 3　青年・明を誘惑する美登里
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回
帰
を
、
明
少
年
が
溺
死
し
た
の
は
「
羊
水
」
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
》）

32
（

と

述
べ
て
い
る
。
千
代
女
と
の
セ
ッ
ク
ス
（
子
宮
）
を
拒
ん
だ
少
年
・
明
は
、

帯
の
道
を
遡
る
う
ち
に
青
年
に
成
長
し
、
や
が
て
は
母
の
子
宮
に
戻
っ
て
、

川
と
い
う
羊
水
の
な
か
で
臍
帯
に
よ
っ
て
母
と
結
ば
れ
る
。
帯
が
モ
チ
ー
フ

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
観
客
は
明
の
母
胎
回
帰
を
よ
り
強
く
読
み
と
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

映
画
に
お
い
て
、
帯
は
時
間
の
経
過
や
、
女
性
器
の
産
む
機
能
を
象
徴
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
帯
の
意
味
の
延
長
に
Ｃ
Ｍ
を
置
い
て
み
る
と
、
帯
を
踏

む
主
体
が
女
性
に
改
変
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
帯
を
踏
み
し
め
て
進
み
、

子
宮
へ
戻
る
の
が
男
性
＝
明
か
ら
女
性
＝K

ōki,

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
映
画
に
色
濃
い
近
親
相
姦
的
な
母
胎
回
帰
願
望
は
Ｃ
Ｍ
に

は
生
じ
な
く
な
り
、
聖
性
／
魔
性
の
象
徴
で
あ
っ
た
子
宮
は
男
性
の
ま
な
ざ

し
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
女
性
が
女
性
の
身
体
を
奪
い
返
す

）
33
（

と
い
う
こ
の
演
出

に
こ
め
ら
れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
主
張
は
、
冷
泉
の
よ
う
に
《
帯
解
け
》
を

前
提
に
せ
ず
と
も
映
画
と
の
連
続
性
の
な
か
で
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

映
画
の
誘
惑
と
い
う
テ
ー
マ
も
、
Ｃ
Ｍ
に
お
い
て
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
文

脈
を
取
り
入
れ
な
が
ら
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。
映
画
で
は
、
青
年
・
明
が

美
登
里
の
《
魔
性
の
よ
う
に
口
紅
を
つ
け
て
誘
う
眼
差
し
》）

34
（

に
誘
わ
れ
て
妖

怪
の
蠢
く
部
屋
へ
迷
い
込
ん
で
ゆ
く
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
寺
山
は
《
旅

す
る
少
年
を
手
毬
を
つ
き
な
が
ら
亡
霊
屋
敷
に
誘
い
こ
む
幻
の
少
女
も
、

十
二
、
三
歳
の
「
こ
の
世
な
ら
ざ
る
」
裸
体
が
ほ
し
か
っ
た
》）

35
（

と
述
べ
て
お
り
、

美
登
里
を
演
じ
た
富
家
美
峰
の
裸
の
身
体
【
画
像
３
】
が
男
性
を
誘
惑
す
る

た
め
の
道
具
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｃ
Ｍ
に
お
い
て
も
、
モ
デ
ル
は
手
招
き
を
し
て
誰
か
を
誘
惑
し
て
い
る
。

だ
が
そ
の
対
象
は
、
Ｃ
Ｍ
と
い
う
媒
体
の
性
質
を
考
え
る
な
ら
消
費
者
で
あ

り
、
も
っ
と
言
え
ば
モ
デ
ル
が
着
用
し
て
い
る
ア
パ
レ
ル
商
品
を
欲
し
い
と

感
じ
る
、
女
性
を
中
心
と
す
る
人
々
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
誘
惑
の
道
具
と

し
て
裸
に
さ
せ
ら
れ
て
い
た
女
性
の
身
体
は
、
衣
服
を
魅
力
的
に
纏
う
こ
と

の
で
き
る
主
体
と
し
て
再
び
立
ち
あ
が
り
、
消
費
者
を
衣
服
に
よ
る
自
己
演

出
の
歓
び
の
世
界
へ
と
誘
惑
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ハ
ッ
チ
オ
ン
は
、
文
化
的
順
化
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
混ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド

交
的
な
作
品
を
評

価
す
る
際
に
、
い
く
つ
か
の
基
準
を
用
い
て
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ま
さ

を
測
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
翻
案
後
の
作
品
の
な
か
で
元
の
作
品
と
新
し
く

付
け
加
え
ら
れ
た
要
素
と
が
《
溶
け
合
》
っ
て
い
る
こ
と
、
観
客
が
作
品
に
《
魅

了
さ
れ
》
て
い
る
こ
と
、
元
の
作
品
に
あ
っ
た
要
素
を
新
し
い
コ
ン
テ
ク
ス

ト
へ
《
う
ま
く
変
換
し
て
い
る
》
こ
と
、
翻
案
す
る
こ
と
で
《
過
去
の
物
語

を
現
代
的
に
読
み
直
す
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
》
こ
と
で
あ
る
。）

36
（

観
客
の
魅
了
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
の
Ｃ
Ｍ
が
お
こ

な
っ
た
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
失
敗
し
て
い
た
。
衣
服
（
に
見
え
る
布
）
を

踏
む
演
出
を
採
用
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
ア
パ
レ
ル
ブ
ラ
ン
ド
の
Ｃ
Ｍ
の

戦
略
と
し
て
は
問
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｍ
と
い
う
消
費
者
を
誘
惑
す

る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
で
「
誘
惑
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
画
を
オ
マ
ー
ジ
ュ
し

た
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
《
母
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
》）

37
（

と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
女
性
登
場
人
物
た
ち
の
側
か
ら
映
画
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を
読
み
直
せ
る
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
。

今
回
取
り
あ
げ
た
〈
文
化
の
盗
用
〉
の
事
例
で
は
、
作
品
に
ま
つ
わ
る
複

雑
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
〈
文
化
の
盗
用
〉
の
枠
組
み
に
収
ま
る
よ
う
に
単
純

化
し
よ
う
と
す
る
力
が
働
い
て
い
た
。
あ
る
文
化
財
の
流
用
を
〈
文
化
の
盗
用
〉

と
し
て
読
も
う
と
す
る
読
み
の
コ
ー
ド
は
存
在
し
、
そ
れ
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

を
救
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
都
合
よ
く
働
い
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
い
う
語

彙
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
抑
圧
の
道
具
と
し
て
使
う
と
き
、
そ
の
力
に
対
抗

で
き
る
再
接
続
・
再
解
釈
の
力
が
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
読
み
の
コ
ー

ド
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
反
対
に
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
読
み

の
コ
ー
ド
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
武
器
に
な
る
と
き
に
は
、
〈
文
化
の
盗
用
〉
と

い
う
読
み
の
コ
ー
ド
が
抑
止
力
に
な
る
は
ず
だ
。
〈
文
化
の
盗
用
〉
と
ア
ダ
プ

テ
ー
シ
ョ
ン
は
相
剋
関
係
に
あ
り
、
両
側
面
か
ら
の
検
討
を
必
要
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

注

（
１
） 

リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
（
片
渕
悦
久
他
訳
）
『
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理

論
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
二
年
四
月
、p.185

（
２
） 

注
１
に
同
じ
。p.196

（
３
） 

渡
辺
一
暁
「
文
化
的
盗
用
―
―
そ
の
限
界
、
そ
の
分
析
の
限
界
―
―
」

（
『
フ
ィ
ル
カ
ル 

分
析
哲
学
と
文
化
を
つ
な
ぐ philosophy &

 culture

』

三
巻
二
号
、
二
〇
一
八
年
九
月
）p.40-41

（
４
） Young, O

. Jam
es. C

ultural A
ppropriation and the A

rts (2008) 

H
oboken : Blackw

ell Publishing. p.22-23

（
５
） 

一
九
七
九
年
六
月
公
開
。
監
督
：
寺
山
修
司
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
：
ピ
エ
ー

ル
・
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ジ
ュ
（Pierre B

raunberger

）
／
撮
影
：
鈴
木
達
夫

／
音
楽
：
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ー
ザ
ー
／
出
演
：
三
上
博
史
、
若
松
武
、
新
高

恵
子
、
富
家
美
峰
、
伊
丹
十
三
　
他

（
６
） 

木
全
公
彦
「
『
草
迷
宮
』
解
説
」
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
草
迷
宮
』
紀
伊
国
屋
書
店
、

二
〇
〇
三
年
）p.7

（
７
） 

守
安
敏
久
『
寺
山
修
司
論
』
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
七
年
二
月
、

p.339-340

）
で
は
、
映
画
『
草
迷
宮
』
と
泉
鏡
花
の
小
説
「
草
迷
宮
」

が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
守
安
に
よ
る
と
、
寺
山
に
よ
っ
て
新
た
に
創
作

さ
れ
て
い
る
要
素
は
《
少
年
・
明
を
性
的
に
誘
惑
す
る
土
蔵
の
狂
女
と
、

接
触
を
禁
ず
る
母
親
に
よ
る
抑
圧
》
で
あ
る
。

（
８
） Kōki,

の

他

に

は

손
예
진
（Son Ye Jin

）
、

関

暁

彤
、Jess H

u

、

Zendaya

が
起
用
さ
れ
た
。
各
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
制
作
陣
や
コ
ン
セ

プ
ト
の
異
な
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
が
撮
影
さ
れ
て
い
る
。
他
作
品
を
オ
マ
ー

ジ
ュ
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
はK

ōki,

の
も
の
の
み
で
あ
っ
た
。

（
９
） 

削
除
さ
れ
た
Ｃ
Ｍ
に
つ
い
て
は
違
法
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
も
の
が
ツ

イ
ッ
タ
ー
やYouTube

で
確
認
で
き
る
が
、
著
作
権
保
護
の
観
点
か
ら

引
用
は
控
え
た
。

（
10
） 

ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ
る
ツ
イ
ー
ト

（
二
〇
二
一
年
三
月
三
十
日
）https://tw

itter.com
/Valentino_Japan/

sta tus/1376886944970383363

（
11
） 
執
筆
者
不
明
「
「
襟
を
正
し
て
反
省
示
せ
」

　
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
「
ハ
イ

ヒ
ー
ル
で
着
物
の
帯
踏
む
」
Ｃ
Ｍ
に
抗
議

　
京
都
の
和
装
団
体
」
（
『
京
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都
新
聞
』
二
〇
二
一
年
四
月
二
日
、https://w

w
w

.kyoto-np.co.jp/

articles/-/541075

）
（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
一
年
十
一
月
一
日
　
※
現

在
非
公
開
）

（
12
） 

検
索
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
経
営
の
ブ
ロ
グ
や
ま
と
め
サ
イ
ト
、
ま
た

は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
は
除
い
た
。
以
下
一
覧
：B

usiness Journal

、

FRO
N

TRO
W

、H
U

FF PO
ST

、J-CA
ST

ニ
ュ
ー
ス
、Japan Today

、

N
ew

s W
eek Japan

、W
W

D
Japan

、
京
都
新
聞
、
週
刊
女
性
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
、

デ
イ
リ
ー
新
潮
、
ね
と
ら
ぼ
、
文
春
オ
ン
ラ
イ
ン
（
計
十
二
件
）

（
13
） 

執
筆
者
不
明
「K

マ

マ

oki,

出
演
広
告
炎
上
、
元
ネ
タ
映
画
『
草
迷
宮
』
の
深

い
意
図
…
表
層
的
イ
メ
ー
ジ
だ
け
切
り
取
り
？
」
（
「B

usiness Journal

」

二

〇

二

一

年

三

月

三

十

一

日
、https://biz-journal.jp/2021/03/

post_217020.htm
l

）
で
は
、
大
手
映
画
製
作
会
社
の
元
社
員
が
《
今
回

の
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
の
広
告
動
画
が
、
寺
山
さ
ん
が
映
画
に
込
め
よ
う

と
し
た
深
い
意
図
を
く
み
取
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
正
直
わ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
表
面
的
な
ざ
っ
く
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
参
考
に

し
た
か
ら
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
な
、
と
も
思
い
ま
す
》
と
見
解

を
述
べ
て
い
る
。

（
14
） 

北
島
純
「
モ
デ
ルK

マ

マ

oki,

の
炎
上
　
彼
女
が
踏
ん
だ
「
着
物
の
帯
」
の

２
つ
の
意
味
」
（
「
デ
イ
リ
ー
新
潮
」
二
〇
二
一
年
四
月
六
日
、https://

w
w

w
.dailyshincho.jp/article/2021/04061120/?all=1&

page=1

）
で
は
、

《
寺
山
修
司
の
「
草
迷
宮
」
は
４
０
年
以
上
も
前
の
映
画
だ
。
ア
ン
グ
ラ

劇
団
「
天
井
桟
敷
」
を
知
る
者
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
制
作
者

の
意
図
、
寺
山
修
司
を
換
骨
奪
胎
す
る
狙
い
が
受
容
さ
れ
る
基
盤
は
脆

弱
に
な
っ
て
い
る
。
／
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
の
作

り
込
み
不
足
と
制
作
意
図
の
不
明
確
性
が
、
今
回
の
批
判
を
招
い
た
背

景
と
し
て
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
》
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
15
） 

安
西
洋
之
「
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
の
動
画
が
〝
炎
上
〟
　
異
文
化
に
か
ら
む

地
雷
」
（
「
サ
ン
ケ
イ
ビ
ズ
」
二
〇
二
一
年
四
月
三
十
日
、https://w

w
w

.

sankeibiz.jp/w
orkstyle/new

s/210430/cpd2104300600001-n1.htm

）

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
一
年
十
一
月
一
日
　
※
現
在
非
公
開
）

（
16
） 

伊

伊

辞

書

で

あ

るIl G
rande dizionario G

arzanti della lingua 

italiana. 

（1987

） M
ilano : G

arzanti

で
は
、calpestare

の
第
一
義
に

《prem
ere com

 i piedi, cam
m

inare sopra qlco., talvolta per disprezzo 

o per rabbia.

》（
拙
訳
：
怒
り
や
侮
蔑
の
感
情
か
ら
足
で
押
す
）（p.289

）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
17
） 

執
筆
者
不
明
「K

マ

マ

oki,

〝
帯
踏
み
Ｃ
Ｍ
〟
演
出
の
マ
ズ
さ
に
「
ス
タ
ッ

フ
は
気
づ
け
な
か
っ
た
」
　
母
・
工
藤
静
香
が
抱
く
焦
燥
」
（
「
週
刊
女

性
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
」
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
、https://w

w
w

.jprim
e.jp/

articles/-/20503

）

（
18
） 〈
文
化
の
盗
用
〉
を
論
じ
た
先
行
研
究
や
ニ
ュ
ー
ス
記
事
等
で
は
、
た
び

た
び
〈
誤
表
象
〉
（m

isrepresentation

）
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
語
義
は
文
学
研
究
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
と
き

の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
意
味
と
は
異
な
り
、
単
に
他
人
の
誤
解
を

招
く
よ
う
な
表
象
を
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
物
事
を
事
実
に
そ
ぐ
わ
な

い
形
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
揺
れ
が
生
じ

る
原
因
は
、
先
行
論
の
研
究
分
野
が
哲
学
研
究
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
哲
学
の
目
的
意
味
論
に
お
け
る
〈
誤
表
象
〉
は
、

例
え
ば
、
犬
で
な
い
も
の
を
遠
目
に
見
て
犬
と
間
違
え
る
こ
と
を
指
す
。
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本
稿
で
は
、
文
学
研
究
で
の
用
法
と
の
混
用
を
避
け
る
た
め
に
〈
通
例

か
ら
逸
脱
す
る
表
現
〉
と
述
べ
る
。

（
19
） 

注
３
に
同
じ
。p.45

（
20
） 

二

〇

二

一

年

三

月

三

十

一

日
、https://tw

itter.com
/chieko_1438/

status/1376982147676827650

（
21
） 

二
〇
二
一
年
三
月
三
十
一
日
、https://tw

itter.com
/kam

inom
ani625/

status/1377046950365761537?ref_src=tw
src%

5Etfw
%

7C
tw

cam
p

%
5Etw

eetem
bed%

7C
tw

term
%

5E1377046950365761537%
7C

tw
gr

%
5E%

7C
tw

con%
5Es1_&

ref_url=https%
3A

%
2F%

2Fnaohappysm
i

le1107.com
%

2Fterayam
asyuji-kusam

eikyu%
2F

（
22
） 

荻
上
チ
キ
『
ウ
ェ
ブ
炎
上
―
―
ネ
ッ
ト
群
集
の
暴
走
と
可
能
性
』
ち
く

ま
新
書
、
二
〇
〇
七
年
十
月
、p.190

（
23
） 

注
22
に
同
じ
。p.192

（
24
） 

５
ち
ゃ
ん
ね
る
「
【
炎
上
】
イ
タ
リ
ア
高
級
ブ
ラ
ン
ド
「
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ

ノ
」
の
「
ハ
イ
ヒ
ー
ル
で
着
物
の
帯
踏
み
な
が
ら
歩
く
」
広
告
に
批
判

殺
到
、
写
真
や
動
画
を
削
除
★
２
」http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/

new
splus/1617155039/

（
25
） 

白
山
羊
「
下
着
ブ
ラ
ン
ド
「
Ｋ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
」
炎
上
と
日
本
人 

「
文
化

の
盗
用
」
が
理
解
で
き
な
い
」
（
『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
』
三
十
二
巻
三
十
九
号
、

朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
九
年
八
月
）p.31

（
26
） 

政
治
学
研
究
者
の
エ
リ
ッ
ク
・
ブ
ラ
イ
シ
ュ
（Erik Bleich

）
は
『
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ

　
表
現
の
自
由
は
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
』
（
明
戸
隆
浩

他
訳
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
二
月
、p.24-25

）
に
お
い
て
、
タ
ブ
ー

と
さ
れ
る
表
現
を
使
っ
て
他
人
を
不
快
に
さ
せ
る
こ
と
と
、
《
集
団
全
体

に
対
す
る
憎
悪
を
生
み
出
す
》
表
象
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
前
者
は
《
犯

罪
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
》
が
、
後
者
は
《
一
線
を
越
え
て
い
る
》
と

述
べ
て
い
る
。

（
27
） 

執
筆
者
不
明
「
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
が
「
侘
び
寂
び
」
を
解
釈
、
マ
ン
ガ

か
ら
伝
統
工
芸
ま
で
全
フ
ロ
ア
で
日
本
を
表
現
」
（
「FA

SH
IO

N
SN

A
P.

com

」
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
六
日
、https://w

w
w

.fashionsnap.

com
/article/2018-11-26/valentino-pressconference/

）

（
28
） 

注
17
に
同
じ
。

（
29
） 

冷
泉
彰
彦
「
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
炎
上
Ｃ
Ｍ
で
、
踏
ま
れ
て
い
る
の

は
「
帯
」
な
の
か
「
布
」
な
の
か
？
」
（
「
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
日

本
版
」
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
、https://w

w
w

.new
sw

eekjapan.jp/

reizei/2021/04/cm
_2.php

）

（
30
） 

こ
こ
で
の
《
帯
解
け
》
は
慣
用
句
の
「
帯
を
解
く
」
と
混
同
さ
れ
て
お
り
、

日
本
文
化
に
お
け
る
通
過
儀
礼
「
帯
解
」
は
無
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、

帯
を
解
く
こ
と
に
性
的
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
主
旨
に
は
関
わ
ら
な
い

と
考
え
、
本
稿
で
は
こ
の
混
同
を
不
問
と
し
た
。

（
31
） 

寺
山
修
司
『
田
園
に
死
す
・
草
迷
宮
』
改
訂
版
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、

一
九
八
三
年
十
一
月
、p.182

（
32
） 

劉
夢
如
「
寺
山
修
司
監
督
映
画
「
草
迷
宮
」
論
―
―
〈
母
〉
去
り
て
手

毬
こ
ろ
が
る
魔
界
へ
と
分
裂
し
つ
つ
夢
見
る
〈
私
〉
」（
『
国
文
学
研
究
ノ
ー

ト
』
二
〇
一
六
年
三
月
）p.90

（
33
） 
荻
野
美
穂
『
女
の
か
ら
だ

　
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
以
後
』
（
岩
波
新
書
、

二
〇
一
四
年
三
月
）
に
よ
る
と
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
に
盛
り
上
が
っ

た
《
女
の
健
康
運
動
》
の
中
核
を
な
し
て
い
た
主
張
は
《
女
の
か
ら
だ
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は
彼
女
以
外
の
誰
か
の
も
の
―
―
男
の
も
の
で
も
国
家
の
も
の
で
も
宗

教
の
も
の
で
も
な
く
、
女
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
女
の
自
立
や
解
放
は
、

そ
の
自
分
の
か
ら
だ
に
つ
い
て
知
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
》
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
（p.235

）
。
同
書
で
は
、
女
性
た
ち
が
女
性
器
の
《
管
理
権

を
男
の
手
か
ら
女
自
身
の
手
に
奪
還
し
よ
う
と
し
て
》
、
自
分
の
子
宮

口
を
見
る
活
動
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（p.44-48

）
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
に
お
い
て
、
性
器
を
ま
な
ざ
す
主
体
が
誰
か
と

い
う
問
題
は
、
単
な
る
見
る
と
い
う
行
為
以
上
の
深
い
意
味
を
有
し
て

い
る
。

（
34
） 

注
31
に
同
じ
。p.177

（
35
） 

寺
山
修
司
「
映
画
「
草
迷
宮
」
の
出
来
る
ま
で
　
鏡
花
美
学
の
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
」
（
『
キ
ネ
マ
旬
報
』
七
七
三
号
、
一
九
七
九
年
十
一
月
）p.102

（
36
） 

注
１
に
同
じ
。p.8

（
37
） 

注
32
に
同
じ
。p.84

付
記
　
引
用
文
中
の
略
、
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
最
終
閲
覧
日
は
、
特
記
の
な
い
限
り

二
〇
二
四
年
二
月
十
六
日
で
あ
る
。

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム

JPM
JSP2132

の
支
援
を
受
け
て
い
る
。

（
や
ぶ
き

　
あ
や
の
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
）
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Adaptation and Cultural Appropriation
―― About Kusa-Meikyu Directed by Shuji Terayama and 

Valentino’s Commercials

Ayano YABUKI

Key Words:  Movie, Ethics of Art, Social Media, Feminism

Cultural appropriation occurs when individuals from one cultural background 

appropriate elements of another culture. In the context of adaptation, the process of 

integrating and transforming one work into a new creation is often viewed favorably. 

However, the introduction of the perspective of cultural appropriation does not always draw 

positive evaluations. If adaptation is perceived as a form of cultural appropriation, there are 

instances where it should be stopped. So, is there anything that separates adaptation from 

cultural appropriation? This article delves into the cultural appropriation discourse sparked by 

Valentino’s web commercial, which was an adaptation of Shuji Terayama’s film Kusa-meikyu 

(Grass Labyrinth) (1979). The conclusion highlights the interplay between interpreting a 

work as an adaptation and interpreting it as a form of cultural appropriation.


