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映
画
『
武
訓
伝
』、
待
望
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化

吉
川
龍
生

　

一
九
五
一
年
初
の
公
開
か
ら
三
ヶ
月
ほ
ど
で

毛
沢
東
の
批
判
を
受
け
、
映
画
と
し
て
の
映
像

そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
「『
武
訓
伝
』
批

判
」
と
い
う
歴
史
的
な
事
象
と
し
て
広
く
知
ら

れ
て
き
た
と
も
言
え
る
映
画
『
武
訓
伝
』
が
、

二
〇
一
二
年
三
月
よ
う
や
く
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
、

広
東
大
聖
文
化
伝
播
有
限
公
司
か
ら
発
売
さ
れ

た
（
深
圳
音
像
公
司
出
版
発
行
）。
中
国
国
内
で

は
、
三
月
二
十
二
日
に
『
新
京
報
』
が
数
ペ
ー

ジ
に
わ
た
る
特
集
を
組
ん
だ
ほ
か
、
四
月
六
日

に
は
『
文
匯
読
書
週
報
』
が
一
面
ト
ッ
プ
で
大

き
く
扱
う
な
ど
の
反
応
が
見
ら
れ
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
も
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。『
武

訓
伝
』
は
文
芸
の
み
な
ら
ず
政
治
や
経
済
に
ま

で
広
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

の
材
料
で
あ
り
、
近
年
続
々
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ

て
い
く
同
時
期
の
作
品
か
ら
遅
れ
る
こ
と
も
や

む
な
し
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
が

実
現
し
た
こ
と
を
喜
ば
し
い
と
思
う
と
同
時
に
、

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
に
は
驚
か
さ

れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
発
売
さ
れ
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ

の
ケ
ー
ス
左
上
に
言
い
訳
の
よ
う
に
「
供
研
究

使
用
」と
表
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
、

『
武
訓
伝
』
が
公
開
後
遭
遇
し
て
き
た
暗
い
歴

史
に
思
い
を
致
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

映
画
『
武
訓
伝
』
は
、
清
末
に
実
在
し
た
武

訓
と
い
う
人
物
の
一
生
を
映
画
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
家
庭
の
貧
し
さ
ゆ
え
学
ぶ
機
会
を
得
ら

れ
な
か
っ
た
武
訓
は
、
字
を
読
め
な
い
ば
か
り

に
必
死
に
働
い
て
貯
め
た
お
金
を
地
主
に
騙
さ

れ
、
そ
の
上
暴
行
を
受
け
て
昏
睡
状
態
に
陥
っ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
昏
睡
状
態
に
な
っ
て
い

る
と
き
に
見
た
夢
が
も
と
で
、
貧
し
い
家
庭
の

子
弟
が
無
料
で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
義
学
を
建

て
る
こ
と
を
決
意
し
、
物
乞
い
や
日
雇
い
の
仕

事
な
ど
を
し
て
少
し
ず
つ
資
金
を
蓄
え
、
つ
い

に
は
義
学
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

新
中
国
建
国
後
に
武
訓
の
霊
廟
で
、黄
宗
英（
趙

丹
夫
人
）
演
ず
る
女
性
教
師
が
武
訓
の
一
生
に

つ
い
て
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
場
面
が
、
映
画

の
冒
頭
と
末
尾
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
、
共
産
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
沿
っ
た
内
容

に
し
よ
う
と
い
う
意
図
も
見
受
け
ら
れ
る
。『
故

都
春
夢
』『
小
玩
意
（
お
も
ち
ゃ
）』『
大
路
（
大
い

な
る
路
）
』
な
ど
を
監
督
し
、
一
九
三
〇
年
代

の
上
海
映
画
黄
金
期
を
支
え
た
孫
瑜
が
脚
本
と

監
督
を
担
当
し
、
同
じ
く
上
海
時
代
か
ら
『
十

字
街
頭（
十
字
路
）』『
馬
路
天
使（
街
角
の
天
使
）』
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が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
フ
ィ
ル
ム
の
完
成
か
ら
半

世
紀
以
上
が
経
っ
て
も
上
映
す
ら
ま
ま
な
ら
な

い
絶
対
的
タ
ブ
ー
で
あ
り
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問

題
で
あ
り
続
け
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
て
な
お
「
供

研
究
使
用
」
と
の
予
防
線
を
張
る
必
要
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
に
、「『
武
訓
伝
』
批
判
」
の
衝
撃
の

大
き
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

　

実
は
こ
れ
ま
で
も
、
研
究
者
の
個
別
の
鑑
賞

と
い
う
意
味
で
は
、
北
京
の
中
国
電
影
資
料
館

で
も
、
東
京
の
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
で
も
、
し

か
る
べ
き
手
続
き
を
し
て
費
用
を
負
担
し
さ
え

す
れ
ば
、
鑑
賞
は
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
手
段
で
鑑
賞
す
る
人
は
限
ら
れ
て
お

り
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
た
も
の
が
即
座
に
中
国
国

内
の
動
画
サ
イ
ト
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
こ

と
も
含
め
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
が
鑑
賞
機
会
の
爆
発
的

な
増
大
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。「
供
研
究
使
用
」
と
書
い
て
み
せ
た
発
売

元
に
し
て
も
、
デ
ジ
タ
ル
素
材
が
一
度
流
布
し

て
し
ま
え
ば
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
か
は
当

然
想
定
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

な
お
、
今
回
発
売
さ
れ
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
元
に

な
っ
た
フ
ィ
ル
ム
が
ど
こ
か
ら
提
供
さ
れ
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
愛
好
家
の
所
蔵
フ
ィ

　

最
初
の
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
っ
て
か

ら
、
批
判
の
た
め
の
上
映
と
い
う
形
で
の
上
映

は
行
わ
れ
た
こ
と
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
正
式
な

一
般
向
け
の
上
映
は
長
い
間
行
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
文
革
後
の
一
九
八
五
年
、
胡
喬
木
が

公
の
場
で
『
武
訓
伝
』
批
判
の
行
き
過
ぎ
を
認

め
る
発
言
を
し
（
発
言
内
容
は
一
九
八
五
年
九
月

六
日
『
人
民
日
報
』
は
じ
め
各
紙
が
報
道
）、
名
誉

回
復
が
図
ら
れ
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
広
く
一
般
に

公
開
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、
二
〇
〇
〇
年
に
上
海
虹
口
図
書
館
で
ビ
デ

オ
で
の
上
映
が
行
わ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
は
上

海
で
行
わ
れ
た
趙
丹
生
誕
九
〇
年
の
回
顧
展
の

中
で
中
国
電
影
資
料
館
が
保
有
す
る
フ
ィ
ル
ム

で
の
上
映
が
実
現
し
て
い
る
が
、
上
映
に
際
し

て
は
多
く
の
困
難
が
あ
っ
た
と
聞
い
た
。な
お
、

日
本
で
は
中
国
国
内
よ
り
も
か
な
り
早
く
、
一

九
九
二
年
か
ら
九
三
年
に
か
け
て
東
京
国
立
近

代
美
術
館
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
で
「
孫
瑜
監
督

と
上
海
映
画
の
仲
間
た
ち　

中
国
映
画
の
回
顧
」

と
い
う
特
集
上
映
が
行
わ
れ
た
際
に
、「
特
別

上
映
」
と
し
て
『
武
訓
伝
』
が
正
式
に
上
映
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
京
で
の
上
映
に
際
し

て
も
、
日
中
双
方
の
ぎ
り
ぎ
り
の
交
渉
と
妥
協

な
ど
に
出
演
し
て
人
気
俳
優
で
あ
っ
た
趙
丹
が
、

渾
身
の
演
技
で
青
年
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
武
訓

を
演
じ
て
い
る
。『
武
訓
伝
』
は
一
九
五
〇
年

末
に
完
成
し
、
一
九
五
一
年
初
か
ら
上
海
・
南

京
・
北
京
な
ど
の
各
都
市
で
上
映
さ
れ
、
好
評

を
博
し
た
。
し
か
し
、
同
年
五
月
に
は
毛
沢
東

に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、
大
々
的
な
批
判
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
影

響
は
、
新
中
国
建
国
後
間
も
な
い
中
国
社
会
の

さ
ま
ざ
ま
な
方
面
に
広
く
及
ん
だ
。
そ
の
後
、

反
右
派
闘
争
や
文
化
大
革
命
の
際
に
も
批
判
対

象
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
、
文
化
大
革
命
が
終
結

す
る
ま
で
に
、『
武
訓
伝
』
に
関
連
し
て
批
判

さ
れ
た
り
迫
害
さ
れ
た
り
し
た
人
の
数
は
計
り

知
れ
な
い
。

『武訓伝』DVD のパッケージ



『東方』377号（2012年 7月）　　4

ル
ム
と
す
る
も
の
や
、
電
影
資
料
館
の
フ
ィ
ル

ム
だ
と
す
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が

飛
び
交
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
発
売
元
は
、
今

の
と
こ
ろ
フ
ィ
ル
ム
提
供
者
の
情
報
を
公
に
す

る
つ
も
り
は
な
い
よ
う
で
、
現
時
点
で
は
ど
の

フ
ィ
ル
ム
が
元
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で

あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
東
京
の
フ
ィ
ル
ム
セ

ン
タ
ー
で
鑑
賞
し
た
も
の
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
映
像

と
は
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

東
京
に
フ
ィ
ル
ム
を
贈
っ
た
電
影
資
料
館
所

蔵
の
フ
ィ
ル
ム
も
同
内
容
と
考
え
ら
れ
る
（
筆

者
は
電
影
資
料
館
で
は
「
上
集
」
の
み
鑑
賞
し
た

が
、
そ
れ
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
は
同
内
容
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
）。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
発
売
さ
れ
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の

ケ
ー
ス
を
開
く
と
、Ｂ
３
サ
イ
ズ
の
『
武
訓
伝
』

の
ポ
ス
タ
ー
が
折
り
た
た
ま
れ
て
収
め
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
下
に
は
Ｖ
Ｃ
Ｄ
全
盛
時
代
を
思
わ

せ
る
二
枚
組
の
デ
ィ
ス
ク
が
収
ま
っ
て
い
る
。

二
枚
組
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
元
の
フ
ィ
ル
ム

自
体
が
上
下
二
集
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
は
『
武
訓
伝
』
が
製
作

段
階
で
経
て
き
た
曲
折
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
。『
武
訓
伝
』
主
演
の
趙
丹
の
自

で
し
て
欲
し
い
と
い
う
孫
瑜
監
督
の
要
望
を
反

映
し
て
上
映
は
通
し
で
行
わ
れ
た
が
、
チ
ケ
ッ

ト
は
上
下
二
回
分
を
と
り
、
そ
の
分
会
社
は

潤
っ
た
と
い
う
。

　
『
武
訓
伝
』
の
製
作
は
、
孫
瑜
が
一
九
四
四

年
夏
に
疎
開
先
の
重
慶
北
温
泉
で
、
教
育
家
と

し
て
知
ら
れ
る
陶
行
知
か
ら『
武
訓
先
生
画
伝
』

を
贈
ら
れ
、
武
訓
の
一
生
を
映
画
に
し
て
欲
し

い
と
い
う
希
望
を
聞
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。
一
九
五
〇
年
末
の
完
成
ま
で
に
は
、

社
会
情
勢
だ
け
を
見
て
も
、
日
本
の
敗
戦
や
国

共
内
戦
、
人
民
共
和
国
の
建
国
と
い
う
歴
史
的

事
件
が
挟
ま
る
。
さ
ら
に
、
孫
瑜
自
身
も
重
慶

か
ら
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
上
海
へ
と
移
動
し
つ

つ
脚
本
を
完
成
さ
せ
、
撮
影
を
進
め
て
き
た
。

製
作
段
階
だ
け
で
も
大
変
な
曲
折
を
経
て
、
当

時
の
上
海
映
画
界
を
代
表
す
る
よ
う
な
さ
ま
ざ

ま
な
人
材
が
こ
の
作
品
を
完
成
に
導
い
た
わ
け

だ
。『
武
訓
伝
』
完
成
の
た
め
に
投
入
さ
れ
た

予
算
や
人
材
を
考
え
る
と
き
、『
武
訓
伝
』
は

あ
る
意
味
で
一
九
三
〇
年
代
に
絶
頂
期
を
迎
え

た
上
海
映
画
の
集
大
成
の
一
つ
だ
っ
た
と
言
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
「『
武

伝
『
地
獄
之
門
』（
文
匯
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

に
よ
れ
ば
、上
海
中
共
地
下
党
の
方
針
に
従
い
、

新
中
国
建
国
前
の
一
九
四
八
年
当
時
、中
制（
中

国
電
影
制
片
厰
）
が
計
画
し
て
い
た
反
共
映
画

の
企
画
を
潰
す
た
め
、
大
規
模
で
製
作
費
が
か

か
る
長
尺
映
画
を
中
制
で
製
作
さ
せ
て
撮
影
場

所
や
予
算
を
奪
う
計
画
が
立
て
ら
れ
、
孫
瑜
が

脚
本
を
完
成
さ
せ
て
い
た
『
武
訓
伝
』
に
白
羽

の
矢
が
た
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
製
作
費
を
わ

ざ
と
高
額
に
す
る
た
め
、
趙
丹
も
会
社
に
故
意

に
高
額
の
ギ
ャ
ラ
を
要
求
し
、
紙
幣
の
入
っ
た

麻
袋
を
い
く
つ
も
も
ら
っ
た
と
書
い
て
い
る
。

作
品
の
長
さ
に
は
当
初
か
ら
理
由
が
あ
っ
た
わ

け
だ
が
、
三
分
の
一
ほ
ど
撮
影
し
た
と
こ
ろ
で

中
制
の
経
営
状
態
が
悪
化
し
撮
影
は
中
止
に

な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
後
『
武
訓
伝
』
の
製
作
を
引
き
継
い
だ

の
は
崑
崙
影
業
公
司
で
あ
っ
た
。
孫
瑜
の
自
伝

『
銀
海
泛
舟
』（
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）

に
よ
れ
ば
、
孫
瑜
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
会

社
側
の
意
向
で
上
下
二
集
に
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
そ
れ
は
経
営
の
苦
し
か
っ
た
会
社
側
が

収
入
を
増
や
し
た
い
と
い
う
目
論
み
が
あ
っ
た

か
ら
だ
っ
た
。
せ
め
て
上
映
だ
け
は
上
下
通
し
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訓
伝
』
批
判
」
の
『
武
訓
伝
』
と
し
て
ば
か
り

評
価
さ
れ
て
き
た
『
武
訓
伝
』
を
改
め
て
評
価

す
る
た
め
に
は
、
作
品
完
成
以
前
の
経
緯
も
見

直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
と

り
わ
け
、
一
九
三
〇
年
代
の
上
海
で
製
作
さ
れ

た
孫
瑜
監
督
の
作
品
に
つ
い
て
そ
の
映
像
を
検

討
し
、『
武
訓
伝
』
と
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り

が
あ
る
の
か
検
討
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ

と
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で

一
九
三
〇
年
代
の
孫
瑜
映
画
に
見
ら
れ
る
身
体

性
に
着
目
し
て
検
討
を
進
め
、
孫
瑜
監
督
自
身

が
「
幻
思
（
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
或
い
は
楽
観
的
な

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
意
）
」
と
呼
ぶ
概
念
を
借

り
、「
孫
瑜
映
画
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
し
て

そ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
（「
孫
瑜
映
画
の
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
―
そ
の
想
像
力
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
」
二

〇
一
一
年
十
月
、
日
吉
中
国
現
代
文
学
研
究
会
に

て
発
表
、
来
春
刊
行
の
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要

『
中
国
研
究
』
第
六
号
な
ど
に
投
稿
予
定
）。
孫
瑜

監
督
が
一
九
三
〇
年
代
の
作
品
で
見
せ
て
い
た

前
述
の
よ
う
な
特
徴
を
引
き
継
い
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
が
、
上
下
二
集
に
す
る
際
に
追
加

さ
れ
た
と
い
う
夢
の
場
面
で
あ
る
。
苛
酷
な
現

実
が
理
想
に
向
か
っ
て
変
化
し
て
い
く
こ
と
を

想
像
す
る
、
孫
瑜
監
督
ら
し
い
楽
天
的
な
想
像

力
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
最
近

で
は
、『
野
草
』第
八
十
九
号（
中
国
文
芸
研
究
会
、

二
〇
一
二
年
二
月
）
で
『
武
訓
伝
』
の
紹
介
を

書
か
れ
て
い
る
阿
部
範
之
氏
も
言
及
さ
れ
て
い

る
が
、孫
瑜
や
主
演
の
趙
丹
が
、映
画
化
の
き
っ

か
け
に
な
っ
た
『
武
訓
先
生
画
伝
』
と
ど
の
よ

う
な
出
会
い
方
を
し
て
い
る
か
な
ど
、
製
作
の

具
体
的
な
経
緯
も
ふ
ま
え
た
検
討
が
こ
こ
で
は

必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
回
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
に

よ
っ
て
『
武
訓
伝
』
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
容
易

に
な
り
、
前
述
の
よ
う
な
具
体
的
な
映
像
に
つ

い
て
よ
り
多
く
の
人
が
議
論
す
る
機
会
が
も
た

ら
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
夢
の
場
面
以

外
に
も
、
製
作
過
程
で
遭
遇
し
た
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
、
他
と
は
異
な
る
性
格
の
映
像
が

加
え
ら
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
箇
所
な
ど
も

あ
り
、
脚
本
や
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
際
の
テ

キ
ス
ト
分
析
を
通
し
た
、
い
わ
ば
「
文
字
ベ
ー

ス
」
の
評
価
や
研
究
が
、
よ
り
具
体
的
な
映
像

を
踏
ま
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ

う
。「『
武
訓
伝
』
批
判
」
の
『
武
訓
伝
』
か
ら
、

一
映
画
と
し
て
の
『
武
訓
伝
』
へ
、
と
い
う
変

化
が
期
待
さ
れ
る
。
長
年
の
曲
折
を
経
て
作

品
を
完
成
さ
せ
な
が
ら
そ
の
後
不
遇
の
ま
ま

一
生
を
終
え
た
孫
瑜
監
督
や
、
武
訓
の
青
年

時
代
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
を
渾
身
の
演
技

で
表
現
し
て
見
せ
た
趙
丹
を
は
じ
め
、『
武

訓
伝
』
の
製
作
に
か
か
わ
っ
た
全
て
の
人
た

ち
が
長
年
待
ち
望
ん
で
い
た
状
況
が
、
よ
う

や
く
に
し
て
実
現
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ

う
。

（
よ
し
か
わ
・
た
つ
お　

慶
應
義
塾
大
学
）

＊
『
武
訓
伝
』
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
東
方
書
店
で
も
取
り

扱
っ
て
お
り
ま
す
（
税
込
四
、
一
五
八
円
）。
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