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1

放
映
の
始
ま
っ
た
「
と
ん
と
昔
が
あ
っ
た
げ
な
」

酒

井

董

美

た
だ

よ
し

山
陰
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
ブ
ル
で
、

月
か
ら
「
と

4

ん
と
昔
が
あ
っ
た
げ
な
」
の

分
番
組
が
始
ま
っ
た
。
再
放

15

映
も
あ
る
が
、
毎
月

回
放
映
。
語
り
は
出
雲
か
ん
べ
の
里

1

民
話
館
（
松
江
市
大
庭
町
）
所
属
の「
と
ん
と
昔
の
お
話
会
」

の
メ
ン
バ
ー
が
交
代
で
出
演
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
解

説
は
筆
者
が
務
め
る
。
そ
し
て
筆
者
か
ら
聞
き
出
す
相
方

は
、
江
畑
春
奈
さ
ん
と
い
う
若
い
女
性
が
担
当
し
て
い
る
。

え

ば
た

局
の
要
請
と
し
て
は
、
松
江
市
を
中
心
と
し
た
出
雲
地

方
に
伝
わ
る
民
話
を
紹
介
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

初
回
は
山
田
理
恵
さ
ん
の
「
い
い
も
の
食
い
た
い
楽
し
た

い
」
（
松
江
市
北
堀
町
の
祖
母
か
ら
聞
く
）
だ
っ
た
。
メ
ン
バ

ー
最
古
参
の
山
田
さ
ん
の
語
り
は
、
さ
す
が
に
見
事
で
あ
っ

た
。
普
段
は

分
は
か
か
る
内
容
を
、
放
送
時
間
の
関
係
か

15

ら

分
に
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
、
強
引
に

分
に
収
め

5

5

た
苦
労
は
普
通
な
ら
不
可
能
に
近
い
は
ず
。
し
か
し
、
ベ
テ

ラ
ン
の
彼
女
は
見
事
に
期
待
に
応
え
て
く
れ
た
。

何
し
ろ
初
回
の
放
送
な
の
で
。
民
話
の
何
で
あ
る
か
を
や

さ
し
く
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
役
割
は
筆
者
に
あ
る
。
相
方
の
江
畑
さ
ん
の
投
げ
か
け
る
質

問
に
答
え
る
形
で
話
を
進
め
た
が
、
こ
の
江
畑
さ
ん
が
ま
た
ま
た
自
然
体
で
演
技
が
う
ま
い
。
い
つ
し

か
彼
女
の
発
問
に
乗
せ
ら
れ
て
、
筆
者
の
言
わ
ん
と
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う

だ
。
つ
ま
り
、
民
話
は
民
間
説
話
の
述
語
を
縮
め
た
も
の
で
、
神
話
、
昔
話
、
伝
説
、
世
間
話
の
四
つ
の

ち
ぢ

分
野
か
ら
な
っ
て
お
り
、
昔
話
の
話
頭
句
「
と
ん
と
昔
が
あ
っ
た
げ
な
」
は
、「
尊
い
昔
が
あ
っ
た
そ
う

だ
」
と
神
代
の
昔
を
讃
え
、
神
に
捧
げ
る
話
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
結
句
「
こ
っ
ぽ
し
」
も
昔
話

た
た

は
こ
れ
で
お
し
ま
い
と
い
う
サ
イ
ン
で
は
あ
る
が
、
地
方
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
い
、
松
江
市
で
も
他
に

「
ま
っ
こ
う
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
石
見
地
方
で
は
「
ぽ
っ
ち
り
」
。
隠
岐
の
島
前
地
区
・
知
夫
村
で

は
「
そ
の
昔
の
ご
ん
べ
の
は
ぁ
」
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
島
後
地
区
で
は
、
旧
都
万
村
蛸
木
や
津
戸
で
は

「
と
ん
」
が
優
勢
で
、
他
で
は
「
す
っ
と
ん
か
ら
ん
」
と
か
「
す
っ
と
ん
か
っ
と
ん
か
ら
か
っ
と
ん
」
。
鳥
取

県
東
部
で
は
「
ば
っ
ち
り
」
。
新
潟
で
は
「
い
ち
が
ぽ
ー
ん
と
さ
け
た
」
。
東
北
地
方
で
は
「
ど
ー
ん
ぴ
ん
」

な
ど
、
一
種
の
結
句
方
言
と
い
う
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
話
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
番
組
は
視
聴
者
に
民
話
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
狙
い
を
持
っ
て
い
る
が
、
出
演
す
る
方

と
し
て
は
、
単
に
楽
し
む
だ
け
で
は
な
く
、
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
位
置
づ
け
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら

れ
た
民
話
の
持
つ
意
義
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
機
会
に

伝
承
文
学
で
あ
る
民
話
に
つ
い
て
、
よ
き
理
解
者
に
な
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
気
持
ち
の
交
錯
す
る
中
で
初
回
の
収
録
を
終
え
た
。
今
後
、
こ
の
番
組
が
ど
の
よ
う
に
発
展

し
行
く
の
か
筆
者
た
ち
は
大
い
に
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
元
島
根
大
学
法
文
学
部
教
授
）
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