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S
orstalan

ság

の
映
画
化
が
完
成
し
た
。

撮
影
技
師
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
候
補
に

も
な
っ
た
コ
ル
タ
イ
・
ラ
イ
オ
シ
ュ
が
監

督
を
務
め
、
映
画
音
楽
で
知
ら
れ
る
エ
ニ

オ
・
マ
リ
ツ
ォ
ー
ネ
が
音
楽
を
担
当
。
二

月
一
○
日
か
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
映
画
館
で

一
斉
に
封
切
ら
れ
た
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞

作
の
映
画
化
と
い
う
こ
と
で
ハ
ン
ガ
リ
ー

国
内
の
関
心
は
高
く
、
観
客
動
員
も
記
録

を
更
新
し
て
い
る
。 

 

映
画
化
の
難
し
さ 

 

作
家
ケ
ル
テ
ィ
ー
ス
・
イ
ム
レ
自
身
、

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
前
に
、
映
画
化
の
た
め

の
脚
本
を
出
版
し
て
い
る
（K

ertész Im
re, 

S
orstalan

ság-film
forgatókön

yv, 
M

agvető, 

2001

）
が

、
も
ち
ろ

ん
今
回
の

映
画
化
に

あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
参
照
し
つ
つ
、
コ

ル
タ
イ
が
脚
本
を
用
意
し
た
。
小
説
の
概

要
は
す
で
に
『
ド
ナ
ウ
通
信
』（
二
○
○
三

年
新
春
号
）
で
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で

は

繰

り

返

さ

な

い

（

評

者

の

サ

イ

ト

h
ttp

://m
orita.tateyam

a.h
u

か

ら

P
D

F

版
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。
映
画
は
ハ

ン
ガ
リ
ー
語
だ
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
小
説

を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
評
者
の
概
要
に

目
を
通
さ
れ
れ
ば
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
が
分

か
ら
な
く
て
も
映
画
の
鑑
賞
可
能
）
。 

 
S

orstalan
ság

を
ど
う
日
本
語
に
訳
す

か
。
小
説
の
日
本
語
版
（
岩
崎
悦
子
訳
）

に
使
わ
れ
た
「
運
命
で
は
な
く
」
と
い
う

訳
語
は
内
容
を
現
す
訳
と
し
て
適
切
だ
が
、

名
詞
の
訳
語
と
し
て
は
何
か
す
っ
き
り
し

な
い
。
筆
者
が
使
っ
た
「
運
命
の
不
在
」

と
い
う
の
も
、
大
袈
裟
す
ぎ
て
、
適
切
で

は
な
い
。
訳
語
を
選
ぶ
時
に
は
、
小
説
全

体
に
流
れ
る
主
題
や
モ
チ
ー
フ
を
勘
案
す

る
の
だ
が
、
私
小
説
的
な

S
orstalan

ság

の
主
題
や
モ
チ
ー
フ
は
明
瞭
と
は
言
い
難

い
。
そ
れ
が
訳
語
の
選
択
を
難
し
く
し
て

い
る
。 

 

こ
の
小
説
は
作
者
の
少
年
時
代
の
体
験

を
そ
の
ま
ま
私
小
説
的
に
展
開
し
た
も
の

だ
か
ら
、
一
人
の
少
年
の
ナ
イ
ー
ヴ
な
感

覚
が
そ
の
ま
ま
表
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
明
瞭
な
思
想
や
考
え
方
が
展
開
さ
れ

て
い
る
訳
で
は
な
く
、
体
験
を
淡
々
と
語

る
こ
と
で
小
説
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と

く
に
ド
ラ
マ
性
が
あ
る
訳
で
は
な
い
の
で
、

映
像
化
す
る
際
に
は
、
テ
ー
マ
の
表
現
の

仕
方
や
、
見
せ
場
を
ど
こ
に
お
く
の
か
が

難
し
い
。 

 

文
学
と
映
像 

 

原
作
が
あ
る
と
は
い
え
、
小
説
と
映
画

は
別
の
芸
術
作
品
だ
と
割
り
切
る
必
要
が

あ
る
。
原
作
が
あ
る
多
く
の
映
画
作
品
で

は
、
原
作
に
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
や
場
面
を

駆
使
し
て
ド
ラ
マ
性
を
高
め
、
映
画
作
品

と
し
て
仕
上
げ
る
方
法
が
採
ら
れ
る
。 



 
S

orstalan
ság

の
映
画
化
で
は
、
ス
ト

ー
リ
ー
そ
の
も
の
は
原
作
に
忠
実
だ
が
、

全
編
を
通
し
て
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
性

（
ユ
ダ
ヤ
人
の
悲
惨
さ
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ

の
残
虐
さ
）
を
強
調
す
る
こ
と
に
終
始
し

て
い
る
。
こ
れ
は
映
画
化
に
お
い
て
付
加

さ
れ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
原

作
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
小
説
理
解

に
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

そ
の
解
釈
の
是
非
が
、
映
画
化
の
成
否
を

左
右
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
筆
者

が
気
づ
い
た
限
り
、
小
説
と
著
し
く
異
な

る
設
定
が
な
さ
れ
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
場
面
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。 

 

主
人
公
の
少
年
が
ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
収
容

所
に
集
め
ら
れ
て
か
ら
労
働
キ
ャ
ン
プ
へ

出
発
す
る
場
面
。
こ
の
場
面
は
ユ
ダ
ヤ
人

の
一
時
収
容
所
と
し
て
か
な
り
詳
し
く
描

写
さ
れ
る
。
し
か
し
、
原
作
に
は
、
こ
の

場
面
の
詳
細
な
記
述
は
な
い
。
原
作
で
は

一
時
収
容
所
か
ら
労
働
キ
ャ
ン
プ
へ
の
出

発
は
淡
々
と
描
か
れ
て
お
り
、
収
容
さ
れ

て
か
ら
出
発
ま
で
、
時
間
的
に
間
も
な
い

（
数
日
の
）
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
映
画
で
は
数
週
間
（
数
ヶ
月
？
）

も
、
雨
風
の
当
た
る
吹
き
さ
ら
し
の
場
所

に
、
市
内
の
各
所
か
ら
集
め
ら
れ
た
多
数

の
ユ
ダ
ヤ
人
が
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
原
作
を
読
ん
で
い
る
者
が
、

最
初
に
と
ま
ど
う
場
面
だ
。 

 

こ
の
場
面
の
時
間
的
経
過
は
、
こ
れ
に

続
く
場
面
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
。

ブ
ダ
ペ
ス
ト
か
ら
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
へ

の
移
動
の
場
面
で
は
、
貨
車
に
雪
が
吹
き

込
み
、
凍
え
な
が
ら
移
動
す
る
設
定
に
な

っ
て
い
る
。
原
作
で
は
真
夏
だ
が
、
映
画

で
は
晩
秋
に
変
わ
っ
て
い
る
。
労
働
キ
ャ

ン
プ
へ
の
移
動
の
悲
惨
さ
を
描
こ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
が
、
小
説
と
異
な
る
設
定
に

違
和
感
を
覚
え
る
と
こ
ろ
だ
。 

 

原
作
で
は
、
最
初
に
到
着
し
た
ア
ウ
シ

ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
、
主
人
公
を
含
め
た
少
年

達
の
収
容
所
を
観
察
し
た
様
子
が
叙
述
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
の
映
像
は
な
い
。 

 

ブ
ッ
フ
ェ
ン
ヴ
ァ
ル
ド
の
労
働
キ
ャ
ン

プ
に
到
着
し
て
か
ら
、
映
画
は
褐
色
の
フ

ィ
ル
タ
ー
が
か
か
っ
た
白
黒
映
画
に
変
わ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
労
働
キ
ャ
ン
プ
の
暗
さ

を
強
調
す
る
た
め
の
手
法
で
あ
る
。
殺
風

景
で
、
常
に
天
候
が
悪
く
、
雨
降
り
が
続

く
。
小
説
で
は
、
労
働
キ
ャ
ン
プ
の
周
辺

は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
は
異
な
る
緑

豊
か
な
森
林
地
帯
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

 

小
説
で
は
キ
ャ
ン
プ
に
お
け
る
物
々
交

換
の
様
子
が
少
年
の
興
味
深
い
体
験
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
他
方
、
映
画
で
は
生

存
を
か
け
た
喧
噪
に
な
っ
て
い
る
。 

 

小
説
で
描
か
れ
て
い
た
キ
ャ
ン
プ
内
病

棟
の
看
護
士
や
医
師
の
観
察
な
ど
は
省
か

れ
て
い
る
。
主
人
公
の
少
年
が
関
心
を
も

っ
た
キ
ャ
ン
プ
内
で
の
収
容
者
の
専
門
分

業
や
人
間
的
な
触
れ
合
い
は
、
ほ
と
ん
ど

カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。 

 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
化
に
堕
し
た
か 

 
S
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ság

の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
は
、

ナ
チ
の
残
虐
性
を
告
発
す
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ

ィ
ッ
ツ
文
学
で
は
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
今



更
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
文
学
で
も
あ
る
ま

い
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
文
学
な
ら
、
す

で
に
優
れ
た
作
品
が
多
数
出
版
さ
れ
、
映

画
化
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
人
の
少
年
が
、
何
の
変
哲
も
な
い
日

常
生
活
か
ら
一
瞬
の
う
ち
に
非
日
常
的
な

世
界
へ
引
っ
張
り
込
ま
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
非
日
常
的
な
世
界
に
、
主
人
公
が
別

の
日
常
的
な
生
活
を
見
い
だ
す
と
こ
ろ
に
、

他
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
文
学
と
は
違
う

S
orstalan

ság

の
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
を
嘆
く
の
で

は
な
く
、
労
働
キ
ャ
ン
プ
で
の
人
と
人
の

繋
が
り
や
生
活
を
淡
々
と
描
き
、
そ
こ
に

も
人
が
生
き
る
日
常
的
な
世
界
が
あ
る
こ

と
を
描
い
た
。「
運
命
で
は
な
く
」
と
い
う

表
題
が
付
け
ら
れ
た
所
以
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
こ
の
テ
ー
マ
を
活
か
す
映
画
を
製
作

す
る
と
す
れ
ば
、
労
働
キ
ャ
ン
プ
の
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
性
を
強
調
す
る
の
で
は
な

く
、
主
人
公
の
観
察
や
体
験
、
そ
れ
か
ら

各
種
の
人
間
関
係
を
精
緻
に
描
く
必
要
が

あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
コ
ル
タ
イ
は
こ
の
視
点
を
排

し
、
労
働
キ
ャ
ン
プ
の
悲
惨
さ
を
描
く
こ

と
に
単
純
化
し
た
た
め
に
、
原
作
の
主
題

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
、
た

だ
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
映
画
に
な
っ
て

し
ま
う
。 

出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
映
画
を
ベ
ル

リ
ン
映
画
祭
に
押
し
込
ん
だ
が
、
評
判
は

イ
マ
イ
チ
だ
っ
た
。
並
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ

ッ
ツ
映
画
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
審
査

員
や
観
客
に
訴
え
る
も
の
が
な
い
。 

 
 優

れ
た
小
説
か 

 
こ
れ
ま
で
述
べ
た
理
由
か
ら
、
評
者
は
、

S
orstalan

ság

の
映
画
化
は
成
功
し
て
い

な
い
と
考
え
る
。
他
方
、
そ
れ
は
コ
ル
タ

イ
の
原
作
理
解
の
問
題
だ
け
と
は
言
い
切

れ
な
い
。
ケ
ル
テ
ィ
ー
ス
の
小
説
そ
の
も

の
が
、
テ
ー
マ
を
十
分
に
描
き
切
っ
た
優

れ
た
文
学
作
品
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

ケ
ル
テ
ィ
ー
ス
の
小
説
が
面
白
い
か
と

聞
か
れ
て
「
面
白
い
」
と
答
え
る
ハ
ン
ガ

リ
ー
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
読
み
易
い
か

と
聞
か
れ
た
ら
、「
読
み
に
く
い
」
と
答
え

る
人
の
方
が
多
い
だ
ろ
う
。
文
章
が
う
ま

い
と
思
う
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
ほ
と
ん
ど

の
人
は
首
を
横
に
振
る
だ
ろ
う
。
物
書
き

と
し
て
の
歯
切
れ
や
構
成
が
良
い
と
は
と

て
も
言
え
な
い
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ

た
か
ら
優
れ
た
小
説
、
小
説
家
だ
と
は
言

え
な
い
。
受
賞
に
は
運
と
か
政
治
的
な
関

係
と
か
、
諸
々
の
条
件
が
働
い
て
い
る 

テ
ー
マ
が
不
明
瞭
で
ド
ラ
マ
性
に
欠
け

る
原
作
の
映
画
化
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を

盛
り
上
げ
る
設
定
が
必
要
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
的
悲
惨
さ
を

強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
原
作
の
テ
ー
マ

か
ら
外
れ
、
た
だ
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

映
画
に
堕
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
思
う
こ
と 

 

今
年
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
解
放
六
○

年
、
日
本
の
戦
後
六
○
年
。
戦
後
こ
れ
だ

け
の
時
間
を
経
て
も
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の

犯
し
た
罪
の
告
発
は
、
こ
れ
で
も
か
と
思

わ
せ
る
ほ
ど
、
後
を
絶
た
な
い
。
二
○
○



三
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
受
賞
作
「
ピ
ア
ニ

ス
ト
」
も
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
対
ナ
チ
蜂
起

を
題
材
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
い
う

映
画
が
国
際
的
な
賞
賛
を
浴
び
る
度
に
、

ド
イ
ツ
人
は
ど
の
よ
う
な
感
情
を
抱
く
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
も
か
と
、
ナ
チ
の
残

虐
行
為
を
見
せ
ら
れ
て
、
ド
イ
ツ
人
は
何

を
感
じ
、
何
を
思
う
の
だ
ろ
う
か
。
過
去

の
愚
行
を
恥
じ
、
歴
史
が
ド
イ
ツ
人
を
赦

し
て
い
な
い
こ
と
を
肌
で
感
じ
、
贖
罪
を

乞
う
の
だ
ろ
う
か
。
多
数
の
人
命
を
奪
っ

た
償
い
は
、
六
○
年
程
度
の
時
間
で
は
済

ま
な
い
の
か
。
と
い
う
よ
り
、
ナ
チ
ス
ド

イ
ツ
の
犯
し
た
過
ち
を
人
類
の
愚
行
と
し

て
記
憶
し
、
常
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
る

こ
と
で
し
か
、
人
類
に
は
再
犯
を
防
ぐ
手

だ
て
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。 

 

と
こ
ろ
で
、
日
本
は
ど
う
だ
ろ
う
。
日

本
人
は
皆
、
大
日
本
帝
国
時
代
の
蛮
行
を

忘
れ
去
っ
た
。
ド
イ
ツ
と
違
っ
て
、
日
本

の
蛮
行
が
映
画
に
な
っ
て
日
本
で
上
映
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
の
若
者
の
多
く

は
、
日
本
が
朝
鮮
や
中
国
の
抑
圧
者
だ
っ

た
こ
と
な
ど
知
ら
な
い
。
逆
に
、
日
本
の

ア
ジ
ア
支
配
を
過
ち
と
し
て
殊
更
に
強
調

す
る
の
は
自
虐
史
観
だ
と
騒
ぎ
立
て
て
い

る
人
た
ち
が
い
る
。
し
か
し
、
今
の
学
校

で
は
そ
の
「
自
虐
史
観
」
の
歴
史
す
ら
教

え
て
い
な
い
。
古
墳
時
代
に
時
間
を
と
っ

て
も
、
現
代
史
を
詳
し
く
教
え
て
い
な
い
。

だ
か
ら
、
日
本
の
子
供
た
ち
は
、
日
本
人

が
原
爆
の
被
害
者
だ
と
知
っ
て
い
て
も
、

残
虐
行
為
を
行
っ
た
侵
略
者
だ
っ
た
な
ど

と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
。
ま
し
て
、
北
朝

鮮
の
拉
致
問
題
が
あ
る
現
在
、「
日
本
人
は

被
害
者
」
と
い
う
意
識
し
か
な
い
。
日
本

人
が
健
忘
症
に
陥
っ
て
も
、
被
害
者
は
そ

う
簡
単
に
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

中
国
や
韓
国
が
日
本
人
の
歴
史
認
識
に
苛

立
つ
の
は
、
当
然
だ
ろ
う
。 

 

八
月
一
五
日
に
靖
国
神
社
に
集
合
す
る

人
々
は
、
ま
さ
に
軍
国
の
母
を
懐
か
し
み
、

大
日
本
帝
国
の
軍
服
を
着
て
英
霊
を
称
え

て
い
る
。
そ
う
い
う
ア
ナ
ク
ロ
の
宴
の
象

徴
に
な
っ
て
い
る
神
社
詣
で
に
一
国
の
首

相

が

固

執

し

、
「

皆

で

靖

国

を

参

拝

す

る

会
」
な
ど
の
烏
合
の
衆
が
政
治
を
取
り
仕

切
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
輩
が
天
皇
を
元

首
と
規
定
す
る
憲
法
改
正
を
急
い
で
い
る
。

時
代
錯
誤
も
甚
だ
し
い
。
教
育
委
員
会
が

学
校
行
事
で
の
国
歌
斉
唱
・
国
旗
掲
揚
を

監
視
す
る
と
い
う
の
も
、
文
明
国
で
は
珍

し
い
日
本
な
ら
で
は
の
強
制
管
理
だ
。
愛

知
万
博
の
弁
当
検
査
も
異
常
な
ら
、
持
ち

込
み
弁
当
が
首
相
の
一
言
で
許
可
さ
れ
る

と
い
う
も
異
常
だ
。
そ
れ
を
異
常
だ
と
思

わ
な
い
日
本
人
が
怖
い
。
お
上
の
通
達
を

愚
直
に
守
る
行
動
は
、
北
朝
鮮
の
独
裁
制

に
も
共
通
す
る
ア
ジ
ア
的
専
制
政
治
を
支

え
る
行
動
規
範
だ
。
国
連
安
保
常
任
理
事

国
に
な
る
資
格
が
な
い
と
批
判
さ
れ
て
、

返
す
言
葉
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
歴
史
を
反

省
す
る
こ
と
な
く
、
カ
ネ
で
地
位
を
買
お

う
と
す
る
経
済
ア
ニ
マ
ル
だ
と
見
ら
れ
て

も
、
反
論
の
仕
様
が
な
い
。 

 

ド
イ
ツ
と
日
本
。
こ
の
違
い
は
ど
う
説

明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
国

際
的
な
場
で
仕
事
を
す
る
日
本
人
は
、
こ

の
こ
と
を
良
く
考
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。 


