
評　論

は
じ
め
に

　

今
日
、フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
多
く
の
人
々
が
、映
画
の
変
革
は
一
九
六
〇
年
代
に
ヌ
ー

ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
変
革
は
多
く

の
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、
日
本
を
は
じ
め
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ま
た
イ
ギ
リ

ス
や
ブ
ラ
ジ
ル
で
も
展
開
さ
れ
た
。

　

映
画
作
品
の
売
れ
行
き
と
映
画
評
論
家
の
評
価
は
、
そ
れ
が
有
す
る
歴
史
観
を
特

徴
づ
け
る
さ
さ
い
な
事
柄
に
左
右
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
入
手
可
能
な
多

く
の
映
画
研
究
を
読
ん
で
み
る
と
、
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語

で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
注
目
さ
れ
な
い
原
因
は
、
知
的
と
い
う
よ
り
商
業
的
な

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
す
ぐ
気
づ
く
。
配
給
業
者
た
ち
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ェ

ル
ヴ
ァ
ー
グ
が
世
界
中
で
最
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

見
せ
か
け
の
安
定
し
た
社
会
や
政
治
を
批
判
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
強
調
し
た
フ

ラ
ン
ス
の
若
手
映
画
監
督
た
ち
の
才
能
は
し
ば
し
ば
注
目
を
集
め
た
。
ゴ
ダ
ー
ル
の

『
小
さ
な
兵
隊
』
は
拷
問
シ
ー
ン
を
設
定
し
て
い
る
と
し
て
検
閲
を
受
け
た
が
、
そ
れ

は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
で
は
一
般
的
な
慣
行
で
あ
っ
た
と
し
て
上
映
禁
止
は
解
除
さ

れ
た
。
ア
ニ
エ
ス
・
ヴ
ァ
ル
ダ
の
『
５
時
か
ら
７
時
ま
で
の
ク
レ
オ
』
の
主
人
公
は

休
暇
で
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
し
た
兵
士
と
か
り
そ
め
の
恋
を
す
る
…
…
こ
こ
に
も
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
戦
争
が
陰
を
落
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
作
品
に
、
サ
ー
ビ
ス
産

業
や
労
働
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
社
会
の
中
で
脅
か
さ
れ

る
労
働
者
階
級
を
支
持
す
る
立
場
は
容
易
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。
世
界
の
映
画
界
に

お
け
る
ほ
か
の
抵
抗
運
動
を
見
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
は
、
退

屈
し
き
っ
て
い
る
中
産
階
級
の
若
者
た
ち
を
描
写
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
日
本
で
は
、
後
の
「
赤
軍
」、
学
生
運
動
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
近
い
極
左
集
団

の
活
動
が
よ
く
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
暴
力
や
セ
ッ
ク
ス
の
シ
ー
ン
が
羞
恥
心
も
自

主
規
制
も
な
く
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
自
動
車
産
業
の
労
働
者
た
ち

が
、
今
後
冷
蔵
庫
や
テ
レ
ビ
、
自
動
車
を
買
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

化
現
象
を
研
究
者
た
ち
が
予
言
し
て
い
た
と
き
に
、「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」（N

ew
 

W
ave

）
が
現
れ
、
社
会
的
タ
ブ
ー
や
労
働
者
階
級
の
現
実
に
怒
り
を
あ
ら
わ
に
す
る

若
手
の
映
画
監
督
た
ち
の
作
品
が
映
画
館
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。

　

私
は
イ
ギ
リ
ス
の
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
が
、
世
に
知
ら
れ
た
最
も
重
要
な
運
動

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
と
確
信
し
、
よ
っ
て
こ
の
運
動
を
分
析
し
、
な
ぜ
若
い
映
画

監
督
た
ち
が
そ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
に
興
味
を
持
っ
た
の
か
を
検
討
し

た
い
と
考
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
史
の
中
に
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
形
式
を
発
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ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ア
ソ
ン
か
ら
ダ
ニ
ー
・
ボ
イ
ル
へ 

　

映
画
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」の
誕
生
と
そ
の
継
承
者

ヤ
ニ
ッ
ク
・
ド
ゥ
プ
ラ
ド

（
訳
・
成
田
美
千
子
）
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展
さ
せ
た
活
力
あ
る
映
画
産
業
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
そ
っ
と
触
れ

ず
に
い
た
社
会
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
手
段
に
は
な
り
え
ず
、
一
九
五
〇
年
代
の
終

わ
り
に
絶
頂
期
を
迎
え
る
「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」（Free Cinem

a

）
の
出
現
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
後
の
「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
・
ド
ラ
マ
」（Kitchen 

Sink D
ram

a

）
運
動
、
実
質
的
に
は
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
監
督
た
ち
が
作
っ

た
一
群
の
創
造
的
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
私
は
、
こ
の
時
代

の
最
初
の
作
品
で
あ
る
『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』（Saturday N

ight and Sunday 

M
orning

）
を
再
検
討
し
た
い
。
こ
の
映
画
は
製
作
費
の
観
点
と
美
的
観
点
か
ら
映
画

産
業
を
激
変
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
映
画
の
役
割
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
人
の
認
識
を

も
一
変
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ　

波
風
の
な
い
物
語

リ
ア
リ
ズ
ム
の
先
駆
者
た
ち

　

イ
ギ
リ
ス
は
島
国
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
よ
り
、
独
自
の
方
法
で
観
察
し
分
析
す

る
価
値
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
映
画
の
専
門
家
の
一
人
、
ギ
ャ
ヴ
ィ
ン
・
ラ
ン
バ
ー
ト
に

よ
る
と
、
映
画
監
督
の
新
た
な
一
団
が
現
れ
る
ま
で
は
、
革
新
的
な
論
理
も
容
認
で

き
る
限
度
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
彼
は
こ
の
矛
盾
し
た
表
現
に
加
え
て
、

映
画
界
全
体
が
批
判
精
神
を
持
つ
人
間
の
目
で
自
ら
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。

　

リ
ア
リ
ズ
ム
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
の
担
い
手

た
ち
に
よ
っ
て
で
も
、「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
怒
れ
る
若
者
た
ち
に
よ
っ
て
で
も

な
い
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
最
も
優
れ
た
映
画
監
督
の
ひ
と
り
で
あ
る
ア
ル
フ
レ
ッ

ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
が
初
め
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
に
イ
ー
リ
ン

グ
・
ス
タ
ジ
オ
を
引
き
継
い
だ
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ル
コ
ン
は
、
将
来
の
イ
ギ
リ
ス
映
画

の
最
も
有
望
な
才
能
の
持
ち
主
の
ひ
と
り
と
し
て
、
ま
だ
無
名
の
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
を

会
社
に
迎
え
入
れ
た
。

　

ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
は
そ
の
と
き
か
ら
ほ
ぼ
完
全
に
自
由
に
撮
影
す
る
機
会
を
得
た
。

バ
ル
コ
ン
と
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
関
係
は
共
同
製
作
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、

映
画
史
上
最
も
優
れ
た
数
々
の
作
品
を
生
み
出
し
た
：『
知
り
す
ぎ
た
男
』、『
サ
ボ

タ
ー
ジ
ュ
』、『
三
十
九
夜
』
な
ど
で
あ
る
。
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
は
こ
れ
ら
の
作
品
で
日

常
生
活
を
探
求
す
る
こ
と
に
取
り
組
み
、
そ
の
た
め
に
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
現
実

に
根
を
下
ろ
し
た
セ
ッ
ト
を
用
い
る
。
運
命
が
仕
掛
け
た
い
た
ず
ら
に
よ
り
、
人
々

の
あ
り
ふ
れ
た
現
実
に
異
常
な
事
態
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
不
吉
な
出
来
事
は
歯
科

医
の
診
療
室
や
郊
外
の
映
画
館
で
突
如
現
れ
る
…
…
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
才
能
は
、
観

客
た
ち
に
な
じ
み
の
あ
る
状
況
の
中
で
物
語
や
空
想
を
綿
密
に
練
り
あ
げ
る
方
法
に

あ
る
。

　

ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
現
実
的
な
セ
ッ
ト
へ
の
愛
着
は
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
る
マ

イ
ケ
ル
・
バ
ル
コ
ン
の
考
え
方
と
も
呼
応
す
る
。
バ
ル
コ
ン
は
イ
ー
リ
ン
グ
・
ス
タ

ジ
オ
を
引
き
継
い
で
か
ら
何
人
も
の
監
督
た
ち
に
製
作
の
道
を
開
く
。
初
期
に
手
が

け
た
作
品
で
あ
る
『
正
義
は
な
い
』（
ボ
ク
シ
ン
グ
映
画
）
と
『
プ
ラ
ウ
ド
バ
レ
ー
』

（
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
炭
鉱
労
働
者
の
村
を
描
い
た
映
画
）
で
は
、
社
会
の
細
部
に
至
る
現

実
的
な
描
写
を
同
じ
く
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
ほ
か
の
作
品
に
お
い

て
も
、
同
時
代
人
の
日
常
生
活
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
引
き
続
き
表
れ
て

い
る
：『
ウ
ェ
ン
ト
・
ザ
・
デ
イ
・
ウ
ェ
ル
？
』、『
近
親
者
』、『
乱
闘
街
』、『
ピ
ム
リ

コ
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
』
な
ど
、
い
ず
れ
の
作
品
も
、
使
い
古
し
の
焼
き
直
し
で
は
な

く
、
示
唆
に
富
む
セ
ッ
ト
で
満
た
し
て
い
る
。

　

一
九
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
の
こ
れ
ら
の
監
督
に
見
ら
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
願
望
は
、

し
か
し
な
が
ら
ま
っ
た
く
社
会
批
判
を
伴
わ
な
い
。
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
社

会
的
な
現
実
は
演
出
の
枠
を
越
え
る
こ
と
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
生
ま
れ
る
不

合
理
を
非
難
す
る
こ
と
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

波
風
の
な
い
革
新

　

こ
の
時
代
の
社
会
の
批
判
的
分
析
を
試
み
た
唯
一
の
監
督
は
キ
ャ
ロ
ル
・
リ
ー

ド
で
、『
星
は
地
上
を
見
て
い
る
』
を
製
作
し
た
。
ラ
ン
バ
ー
ト
は
『
フ
ィ
ル
ム
、
ラ

ジ
オ
と
テ
レ
ビ
の
季
刊
誌
』
の
あ
る
記
事
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
監
督
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
人

と
は
異
な
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
潜
む
罠
に
落
ち
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
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評　論

と
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
た
ち
の
真
の
目
的
は
常
に
現
実
世
界
を
再
現
す
る
セ
ッ
ト
を
作

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
何
の
結
論
も
批
判
も
引
き
出
さ
な
い
の
は
単
に
関
心
が

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
映
画
の
復
興
を
見
る
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
を
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
苦
々
し
い
勝
利
に
よ
り
微
妙
な
環
境
が
生
ま
れ
、映
画

監
督
た
ち
は
社
会
批
判
よ
り
共
同
の
成
果
を
重
視
し
た
。
こ
の
波
風
の
な
い
復
帰
は
、

キ
ャ
ロ
ル
・
リ
ー
ド
の
『
第
三
の
男
』
と
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ー
ン
の
『
超
音
ジ
ェ
ッ
ト

機
』
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
監
督
た
ち
は
自
己
矛
盾
に
追
い
込
ま
れ
、
こ
れ

ら
の
作
品
に
は
特
に
ア
メ
リ
カ
映
画
が
有
す
る
社
会
的
機
能
が
認
め
ら
れ
な
い
。

　

初
期
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
は
同
じ
視
点
で
撮
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
製
作
の
質
の
高
さ
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
テ
ー
マ
は
限
定
さ
れ

て
い
る
：
列
車
、
船
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
で
発
展
し
た
『
ダ

イ
レ
ク
ト
・
シ
ネ
マ
』
の
よ
う
な
社
会
性
の
あ
る
テ
ー
マ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
有

名
な
作
品
は
ほ
と
ん
ど
抽
象
的
な
も
の
と
な
り
、
批
評
の
視
線
は
あ
る
種
の
平
凡
な

詩
情
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。『
ナ
イ
ト
メ
ー
ル
』、『
セ
イ
ロ
ン
の
歌
』、『
イ
ン
ダ
ス

ト
リ
ア
ル
・
ブ
リ
テ
ン
』
や
『
北
海
』
は
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
映
画
史
に
お
い
て
重
要

な
作
品
と
見
な
さ
れ
る
が
、
ど
れ
も
社
会
の
現
実
を
批
判
す
る
観
察
者
と
し
て
表
現

し
て
い
な
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
映
画
は
、
今
ま
で
一
度
も
戦
前
戦
後
の
労
働
者
の
社
会
運
動
が
提
起
し

た
社
会
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
は
、
一
見
す
る
と

完
全
に
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
」
の
作
品
に
潜
む
言
外
の
意
味
、
例
え
ば
刑
務
所

の
生
活
状
況
、
人
種
差
別
、
増
大
す
る
若
者
の
暴
力
を
読
み
取
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
人

は
衝
撃
的
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
関
心
が
な
く
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
方

が
ま
し
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
『
逢
び
き
』
で
は
、
観
客
は
不
倫
関
係
の
二
人
に
直
面
す
る
。
こ
の
古
典
的
な
テ
ー

マ
を
扱
う
ほ
か
の
諸
作
品
で
は
、
愛
人
同
士
は
社
会
的
な
束
縛
に
も
か
か
わ
ら
ず
恋

愛
を
実
現
さ
せ
る
…
…
し
か
し
こ
の
作
品
で
は
正
反
対
の
こ
と
が
起
こ
る
。
二
人
は

一
度
も
触
れ
合
う
こ
と
も
な
く
、
彼
ら
の
恋
愛
は
幻
想
的
な
純
愛
を
超
え
な
い
ば
か

り
か
、
こ
の
行
き
詰
ま
る
不
道
徳
な
関
係
を
自
覚
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
の
も
と

に
戻
る
の
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
作
品
は
、
世
界
各
地
の
映
画
監
督
た
ち
の
作
品
に
駆
け
巡
っ
た
社
会

批
判
に
向
か
う
こ
と
を
拒
否
す
る
。
こ
う
し
た
志
向
は
映
画
監
督
た
ち
に
特
有
の
も

の
で
は
な
い
、
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
観
客
に
共
通
し
た
志
向
で

あ
り
、
観
客
は
映
画
に
、
監
督
た
ち
の
立
場
を
問
う
こ
と
を
求
め
て
い
な
い
。
親
の

時
代
の
順
応
主
義
か
ら
離
れ
、
映
画
の
新
し
い
機
能
を
確
立
す
る
新
し
い
世
代
の
出

現
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

Ⅱ　

背
景

キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク

　
「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
五
〇
年
代
終
わ
り
に
生
ま
れ
、
六
〇
年

代
を
通
し
て
続
け
ら
れ
た
文
化
運
動
で
あ
る
。
演
劇
、
美
術
、
小
説
、
映
画
や
連
続

テ
レ
ビ
番
組
な
ど
、
文
化
全
域
に
こ
の
運
動
が
広
が
っ
た
。
作
品
に
は
イ
ギ
リ
ス
の

労
働
者
の
家
庭
状
況
や
社
会
状
況
が
描
か
れ
た
。
貧
弱
な
集
合
住
宅
で
は
簡
単
に
喧

嘩
が
生
ま
れ
、
た
ば
こ
の
煙
が
こ
も
る
。
人
で
あ
ふ
れ
た
騒
々
し
い
パ
ブ
で
は
ビ
ー

ル
が
ひ
ど
く
苦
い
…
…
こ
の
時
代
の
社
会
問
題
と
政
治
論
争
を
追
求
す
る
「
キ
ッ
チ

ン
・
シ
ン
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
を
育
て
た
虚
構
世
界
と
は
対
照
を

成
す
画
期
的
な
自
然
主
義
作
品
を
出
現
さ
せ
た
。

　

映
画
、
演
劇
、
小
説
の
舞
台
に
は
、
一
般
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
工
業
地
域
の

赤
み
が
か
っ
た
郊
外
が
選
ば
れ
た
。
強
調
さ
れ
た
訛
り
は
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
の

特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
の
人
々
を
特
徴
づ
け
る
言
葉

の
現
実
を
偽
る
、
ま
た
は
勝
手
に
変
え
る
こ
と
は
論
外
で
あ
っ
た
。『
怒
り
を
込
め
て

振
り
返
れ
』
は
ジ
ョ
ン
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
作
品
で
、
色
あ
せ
た
壁
紙
の
、
設
備
の
貧
弱

で
み
す
ぼ
ら
し
い
ワ
ン
ル
ー
ム
ア
パ
ー
ト
で
展
開
す
る
。
典
型
的
な
傷
あ
と
と
し
て

残
る
こ
の
よ
う
な
生
活
の
場
は
、
言
葉
と
と
も
に
、
こ
の
運
動
に
お
い
て
、
ふ
だ
ん

は
問
題
と
さ
れ
な
い
社
会
的
現
実
を
伝
達
す
る
媒
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

113



影
響

　
「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
根
源
は
、
労
働
者
階
級
の
活
動
に
関
心

を
持
つ
芸
術
家
た
ち
の
運
動
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
あ
っ
た
。
多
く
の

芸
術
家
が
明
確
な
共
産
主
義
的
政
治
信
念
を
持
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
ソ
連
の
公
的
な

運
動
で
あ
る
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
の
類
似
点
を
挙
げ
た
が
、
や
は
り
大
き
な

違
い
が
残
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
画
家
た
ち
の
運
動
は
、
誠
実
さ
や

社
会
参
加
の
価
値
観
を
左
右
す
る
政
治
機
関
か
ら
指
示
さ
れ
管
理
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
当
時
流
行
の
ロ
マ
ン
主
義
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
彼
ら
の
言
う
と
こ

ろ
の
社
会
参
加
と
は
、
現
実
社
会
を
無
視
し
て
政
治
的
に
妥
当
な
光
景
を
美
し
く
描

く
こ
と
な
し
に
、
現
実
に
即
し
た
主
題
を
描
写
す
る
権
利
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
そ
の
対
象
と
し
て
、
実
生
活
か
ら
生
ま
れ
る
恐

怖
や
醜
さ
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
自
然
、
美
し
さ
、
ま
た
は
音
楽
の
理
想
主
義
的
な
概

念
化
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
た
。
洗
練
さ
れ
た
「
ロ
マ
ン
主
義
」
に
は
、
新
た
に
現

実
的
な
美
の
概
念
と
な
る
、
目
を
引
く
卑
俗
さ
が
描
か
れ
た
絵
画
が
対
抗
し
て
い
た
。

　
「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
・
ド
ラ
マ
」
は
、
美
意
識
と
テ
ー
マ
の
重
要
性
以
外
に
、
か

つ
て
な
い
ほ
ど
に
社
会
的
、
政
治
的
な
動
機
を
誇
示
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
考
え
か

ら
、
社
会
の
寡
黙
な
属
性
に
関
心
を
持
つ
作
者
た
ち
を
現
出
さ
せ
た
。

五
〇
年
代
と
六
〇
年
代

　

五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
階
級
が
ノ
エ
ル
・
カ
ワ
ー
ド
や

テ
レ
ン
ス
・
ラ
テ
ィ
ガ
ン
の
有
名
な
軽
喜
劇
の
中
で
頻
繁
に
、
型
に
は
ま
っ
た
手
法

で
描
か
れ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
監
督
た
ち
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー

グ
の
映
画
監
督
た
ち
の
同
類
と
し
て
、
時
代
の
変
化
の
重
要
性
を
認
識
し
始
め
た
。

郊
外
に
住
む
労
働
者
た
ち
の
生
活
様
式
ほ
ど
時
代
の
変
化
を
象
徴
す
る
も
の
は
あ
る

だ
ろ
う
か
？　

ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
と
ケ
ン
・
ロ
ー
チ
は
、
労
働
者
た
ち
を

あ
ら
ゆ
る
手
段
で
疲
労
困
憊
さ
せ
、
彼
ら
か
ら
抵
抗
す
る
権
利
を
取
り
上
げ
る
傲
慢

な
社
会
を
辛
辣
に
描
写
し
た
。
ロ
ー
チ
の
『
キ
ャ
シ
ー
・
カ
ム
・
ホ
ー
ム
』
は
ホ
ー
ム

レ
ス
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
、
受
け
入
れ
セ
ン
タ
ー
の
設
立
を
促
進
し
た
。
こ
れ
ら

の
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
監
督
た
ち
は
、
歯
に
衣
着
せ
ず
批
判
す
る
権
利
を
振

り
か
ざ
し
て
、
大
型
映
画
ス
タ
ジ
オ
で
は
理
論
上
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
作
品
の
た

め
の
資
金
調
達
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
同
時
代
人
の
苦
悩
を
指
さ
し
て
、
彼
ら
に
そ

の
苦
悩
を
凝
視
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
は
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
証
人

か
ら
法
廷
に
召
喚
さ
れ
る
証
人
へ
と
立
場
を
移
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
は
問
題
を
否
認
せ

ず
に
監
視
す
る
若
者
た
ち
か
ら
の
の
し
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
気
づ
い
た
。

　

ジ
ョ
ン
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
『
怒
り
を
込
め
て
振
り
返
れ
』
に
は
怒
れ
る
若
者
た
ち
が

登
場
し
た
が
、
彼
ら
は
肉
体
労
働
者
た
ち
に
定
め
ら
れ
た
運
命
を
自
問
し
、
貧
困
が

広
が
る
狭
い
生
活
空
間
を
た
め
ら
わ
ず
に
描
写
し
た
監
督
た
ち
の
姿
を
反
映
し
て
い

た
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
風
の
小
説
を
引
き
継
ぐ
こ
れ
ら
の
不
穏
な
映
像
は
、
幸
せ

な
芸
術
家
た
ち
の
形
式
的
な
実
験
の
枠
を
超
え
て
い
た
。
問
題
点
は
明
ら
か
で
あ
っ

た
：
今
こ
そ
「
下
の
世
界
」
と
い
う
偏
見
を
終
わ
ら
せ
る
べ
き
な
の
だ
。「
キ
ッ
チ

ン
・
シ
ン
ク
」
運
動
の
作
品
は
あ
と
あ
と
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
七
〇
年
代
始
め

に
、
テ
レ
ビ
は
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
に
生
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
進
歩
的
な
作
品
に
匹

敵
す
る
、
重
い
テ
ー
マ
の
シ
リ
ー
ズ
番
組
の
製
作
を
多
数
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。

「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
・
ド
ラ
マ
」
の
起
源

　

イ
ギ
リ
ス
で
「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
」
と
い
う
表
現
を
一
九
五
四
年
に
最
初
に
用

い
た
の
は
評
論
家
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
（D

avid Sylvester

）
で
、

ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ト
ビ
ー
の
あ
る
絵
に
つ
い
て
声
高
に
語
っ
た
：

　
　
　

 （
彼
は
）
私
た
ち
を
ス
タ
ジ
オ
か
ら
キ
ッ
チ
ン
に
連
れ
戻
し
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
食
べ
物
や
飲
み
物
、
台
所
用
品
や
工
具
、
地
味
な
家
具
や
ひ
も
に
ぶ
ら
さ

が
っ
た
赤
ん
坊
の
お
む
つ
を
含
む
目
録
の
よ
う
に
（
自
ら
の
テ
ー
マ
を
記
述

す
る
）。
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
以
外
は
全
部
？　

い
や
、
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク

も
だ
。 

　

シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
は
、
多
く
の
若
い
芸
術
家
が
日
常
生
活
と
そ
れ
を
欺
く
事
物
に

新
た
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
。
ブ
ラ
ッ
ト
ビ
ー
は
台
所
の
光

景
を
多
く
描
い
た
。
彼
が
描
く
台
所
用
品
や
日
用
品
は
ほ
と
ん
ど
抽
象
的
な
形
を
し

て
お
り
、
私
た
ち
は
時
に
は
そ
の
意
味
が
理
解
で
き
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ト
ビ
ー
は
、
イ
ギ
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評　論

リ
ス
人
が
特
に
好
ん
だ
ロ
マ
ン
主
義
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
明
確
に
異
な
る
、
浴
室
や
ト

イ
レ
な
ど
の
生
活
の
場
を
描
写
す
る
こ
と
に
関
心
を
示
し
て
い
た
。
ロ
マ
ン
主
義
の

画
家
た
ち
の
典
型
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
書
架
と
庭
園
か
ら
は
過
ぎ
去
っ
た
時
代
の
幻

想
し
か
残
ら
な
い
が
、
そ
の
時
代
に
生
き
続
け
て
い
た
い
と
思
う
芸
術
家
も
少
し
は

い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ト
ビ
ー
の
ほ
か
に
も
ジ
ャ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス
（Jack Sm

ith

）、

デ
リ
ッ
ク
・
グ
リ
ー
ヴ
ス
（D

errick G
reaves

）
と
、
特
に
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ミ
ド
ル

デ
ィ
ッ
チ
（Edw

ard M
iddleditch

）
は
こ
の
「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
・
ア
ー
ト
」
か

ら
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
作
り
出
し
た
。
そ
れ
は
日
常
生
活
の
生
々
し
さ
と
不
条
理
を

連
想
さ
せ
る
も
の
、
そ
し
て
人
々
に
、
私
た
ち
の
生
活
の
場
が
単
純
な
「
道
具
」
で

構
成
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
美
し
さ
は
時
代
遅
れ
の
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
が
た
た

え
た
美
し
さ
を
多
く
の
点
で
超
え
る
、
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
運
動

　
「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
」
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
対
し
て

特
に
怒
り
を
向
け
る
若
者
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
と
よ
く
比
較
さ
れ
る
。
こ
の
「
怒
れ
る

若
者
た
ち
」 

は
、
お
も
に
五
〇
年
代
半
ば
に
成
功
し
た
小
説
家
や
劇
作
家
た
ち
で
あ

り
、
彼
ら
の
成
功
は
次
第
に
し
ぶ
と
さ
を
増
し
、
後
に
そ
の
主
張
を
明
確
化
し
た
社

会
運
動
に
呼
応
す
る
。
彼
ら
の
政
治
思
想
は
し
ば
し
ば
急
進
的
で
無
政
府
主
義
的
と

も
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
実
際
は
若
い
芸
術
家
グ
ル
ー
プ
の
怒
り
と
反
抗
心
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
同
時
代
人
た
ち
が
、
安
定
し
た
政
治
と
社
会
と
い
う

時
代
の
幻
想
に
満
足
す
る
の
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
同
胞
た
ち
を
特
徴
づ

け
る
社
会
の
疎
外
を
、
屈
託
も
な
く
率
直
に
描
い
て
い
る
。

　

こ
の
仲
間
に
は
、『
怒
り
を
込
め
て
振
り
返
れ
』
の
ジ
ョ
ン
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（
評
論

家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
は
「
怒
れ
る
演
劇
」
と
呼
ん
だ
）、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ウ
ェ
ス

カ
ー 

、
ハ
ロ
ル
ド
・
ピ
ン
タ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
レ
イ
ン
と
ア
ラ
ン
・
シ
リ
ト
ー
が
い

る
。
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ハ
イ
ル
パ
ー
ン (John H

eilpern) 

は
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
作
品
に

つ
い
て
「
感
性
の
大
き
さ
と
階
級
の
憎
し
み
」
を
表
し
、
イ
ギ
リ
ス
演
劇
を
徹
底
的
に

変
え
た
と
書
い
た
。

Ⅲ　

 

グ
リ
ア
ソ
ン
か
ら 

「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
へ

　

フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
や
日
本
の
「
松
竹
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
」

と
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
は
時
代
を
画
し
た
。「
ニ
ュ
ー
・

ウ
ェ
イ
ヴ
」
は
、
軌
道
を
変
え
、
未
知
の
方
法
を
見
つ
け
、
目
標
が
崩
れ
去
っ
た
若
者

が
実
験
を
企
て
る
こ
と
が
で
き
る
映
画
の
復
活
の
象
徴
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
や
ほ
か

の
国
で
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
多
く
の
傑
作
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
革
新
は
、
五
〇

年
代
終
わ
り
に
、
厳
格
で
次
第
に
意
味
を
失
っ
た
大
型
ス
タ
ジ
オ
の
慣
習
に
抵
抗
す

る
独
立
系
映
画
監
督
た
ち
が
、
街
頭
で
手
持
ち
カ
メ
ラ
を
使
用
す
る
こ
と
で
始
ま
っ

た
。
こ
れ
ら
の
反
乱
者
た
ち
の
さ
っ
そ
う
と
し
た
便
宜
主
義
に
は
、
観
客
た
ち
も
よ

り
現
実
的
な
作
品
を
求
め
る
こ
と
で
応
え
た
。「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
イ
ギ
リ
ス

人
監
督
た
ち
は
、
芸
術
的
な
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ご
く
少
な
い
資
金
で
活
動

す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
撮
影
は
た
い
て
い
の
場
合
地
方
で
行
わ
れ
、

大
型
ス
タ
ジ
オ
の
途
方
も
な
い
製
作
規
模
に
は
お
よ
び
も
つ
か
な
い
都
市
風
の
セ
ッ

ト
で
即
興
の
演
出
が
行
わ
れ
た
。
少
な
い
費
用
と
無
名
の
俳
優
た
ち
、
こ
れ
は
情
勢

の
変
化
に
気
づ
い
た
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
と
っ
て
は
貴
重
で
あ
る
。

　
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
に
よ
っ
て
今
ま
で
機
会
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
監
督
た
ち

が
現
れ
始
め
た
。
最
も
重
要
な
三
人
、
ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
、
カ
レ
ル
・
ラ
イ

ス
（K

arel R
eisz

）
と
リ
ン
ゼ
イ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（Lindsay A

nderson

）
は
、
日

常
生
活
の
出
来
事
や
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
映
画
で
は
見
逃
さ
れ
る
事
実
や
単
純
な
人
々

の
習
慣
の
中
で
重
大
な
意
味
を
持
つ
行
動
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
。
赤
レ
ン
ガ
の
集

合
住
宅
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
労
働
者
た
ち
、
苦
労
し
て
子
供
た
ち
の
養
育
費
を
蓄
え
、

近
所
の
パ
ブ
で
ビ
ー
ル
を
何
杯
か
飲
む
イ
ギ
リ
ス
国
民
。
こ
の
若
い
監
督
た
ち
の
感

情
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
社
会
的
視
線
は
、
そ
の
時
代
の
路
線
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

　
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
監
督
た
ち
は
ス
タ
ジ
オ
の
大
型
セ
ッ
ト
を
使
わ
ず
に
、

少
な
い
費
用
で
あ
り
の
ま
ま
の
生
活
を
撮
影
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
映
画
産
業
の
通

常
の
あ
ら
ゆ
る
技
術
を
よ
け
い
な
方
法
だ
と
断
じ
た
。「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
・
ド
ラ

マ
」
と
い
う
飾
り
気
の
な
い
呼
称
の
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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こ
の
時
代
に
は
ま
す
ま
す
カ
ラ
ー
映
画
が
盛
ん
に
な
る
が
、
彼
ら
の
撮
影
に
は
経

済
的
な
理
由
か
ら
白
黒
フ
ィ
ル
ム
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
制
約
は
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ

ヴ
」
に
加
わ
っ
た
撮
影
監
督
た
ち
に
け
っ
き
ょ
く
素
晴
ら
し
い
好
機
を
も
た
ら
す
こ

と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
、
ラ
イ
ス
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
自
由
を

謳
歌
し
て
こ
の
実
験
に
情
熱
を
注
ぐ
が
、
資
金
不
足
の
こ
の
実
験
ゆ
え
に
彼
ら
は
独

自
の
映
像
品
質
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
は
人
工
光
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
に
、
自
国
の
人
々
の
生
活
に
入
り
込
ん
だ
。

そ
し
て
階
級
を
定
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
規
則
の
重
圧
や
、
壁
に
染
み
込
ん
で
、
家

中
に
漂
う
語
ら
れ
ぬ
事
柄
を
理
解
す
る
。
彼
ら
は
、
登
場
人
物
た
ち
が
動
き
回
る
世

界
が
あ
ま
り
に
現
実
的
で
あ
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
不
自
然
で
凝
り

す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」

　
「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
は
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
父
、
ジ
ョ
ン
・

グ
リ
ア
ソ
ン
が
創
出
し
、
発
展
さ
せ
た
映
画
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
グ
リ
ア
ソ

ン
が
撮
影
し
た
映
画
の
数
は
少
な
い
が
、
そ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
、
戦
後
の
監
督
た

ち
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
グ
リ
ア
ソ
ン
の
最
初
の
作
品
は
一
九
二
九
年
に
ト
ロ
ー

ル
船
漁
師
の
ニ
シ
ン
漁
を
描
い
た
『
流
網
船
』
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
や
ラ
イ

ス
の
追
究
し
た
レ
ベ
ル
に
は
ま
だ
遠
い
が
、
こ
の
作
品
に
芸
術
が
ま
だ
知
ら
な
い
閉

ざ
さ
れ
た
世
界
、「
労
働
者
階
級
」
の
男
た
ち
の
日
常
生
活
が
初
め
て
観
察
さ
れ
た
こ

と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

グ
リ
ア
ソ
ン
は
、
今
日
で
は
や
や
抽
象
的
と
思
え
る
編
集
方
法
に
よ
っ
て
、
漁
師

た
ち
の
動
作
や
機
械
の
動
き
、
鳥
の
群
れ
を
つ
な
い
だ
一
つ
の
映
像
作
品
に
仕
立
て

て
い
る
。
こ
の
革
新
的
な
美
の
組
み
合
わ
せ
は
、
漁
業
と
い
う
業
種
に
今
ま
で
に
な

い
詩
的
な
意
味
を
与
え
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
・
ブ
レ
シ
ャ
ン
は
こ
こ
に
グ
リ
ア
ソ
ン
の

「
認
識
を
（
そ
し
て
帝
国
を
）
必
要
と
し
て
い
る
国
」
を
批
判
す
る
視
線
を
認
め
て
い

る
。
産
業
と
自
然
を
同
時
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
灰
色
が
か
っ
た
瀕
死
の

社
会
の
描
写
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ラ
ン
バ
ー
ト
は
グ
リ
ア
ソ
ン
が
そ
の
時
代
の
問
題
を
正
面
か
ら
批
判
し
て
い
な
い

と
非
難
す
る
が
、「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
授
業
」の
ジ
ガ
・
ヴ
ェ
ル
ト
フ（D

ziga Vertov

）

と
「
世
界
の
詩
的
認
識
」
の
ロ
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
セ
フ
・
フ
ラ
ハ
テ
ィ
（R

obert Joseph 

Flaherty

）
に
美
意
識
と
物
語
性
の
二
つ
の
遺
産
を
残
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

グ
リ
ア
ソ
ン
の
こ
の
相
続
人
た
ち
に
特
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
世
界
は
あ
る
が
ま

ま
に
見
る
べ
き
で
あ
り
、
美
し
く
飾
り
、
ロ
マ
ン
主
義
の
華
々
し
さ
を
与
え
る
必
要

は
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
数
十
年
の
長
い
沈
黙
か
ら
「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
の

出
現
と
と
も
に
よ
み
が
え
っ
た
の
は
こ
の
考
え
方
で
あ
る
。

　

国
立
映
画
劇
場
の
後
援
と
フ
ォ
ー
ド
・
モ
ー
タ
ー
社
の
融
資
を
受
け
、
多
く
の
シ

リ
ー
ズ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
か
ら
成
る
六
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、一
九
五
六
年
二
月

か
ら
一
九
五
九
年
三
月
に
か
け
て
ロ
ン
ド
ン
で
製
作
さ
れ
上
映
さ
れ
た
。
こ
の
企
画

の
着
手
に
は
何
の
制
約
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
思
い
も
寄
ら
な
い
実
施
方
法

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
た
ち
の
期
待
も
映
画
監
督
た
ち
の
期

待
も
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
映
画
監
督
た
ち
は
自
ら
が
ど
の
会
社
に
雇
わ
れ
て
い

る
の
か
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
と
、
運
動
の
創
始
者
で
あ
り
代
表
で
あ
る
リ
ン
ゼ
イ
・

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
認
め
た
：

　
　
　

 「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
は
、
明
ら
か
な
歴
史
的
運
動
と
し
て
、
ま
た
ジ
ャ
ン
ル

や
傾
向
と
し
て
、
あ
ま
り
に
多
く
定
義
さ
れ
、
分
析
さ
れ
、
ま
た
批
判
さ
れ

た
の
で
、
私
た
ち
自
身
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。

　

一
九
五
六
年
初
め
、
リ
ン
ゼ
イ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
、

カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
と
ロ
レ
ン
ツ
ァ
・
マ
ッ
ツ
ェ
ッ
テ
ィ
は
配
給
網
を
確
保
す
る
の
に

大
き
な
困
難
に
直
面
し
て
い
た
。
彼
ら
は
協
力
し
て
彼
ら
の
作
品
で
構
成
さ
れ
た
ひ

と
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
め
る
。
彼
ら
の
目
標
は
、
国
立
映
画
劇

場
と
い
う
特
異
な
場
所
で
、
彼
ら
の
作
品
を
上
映
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

選
ば
れ
た
の
は
こ
の
映
画
館
で
あ
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
が
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
指
導
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
監
督
た
ち
は
自
分
た
ち
の
作
品
に
共
通
点

が
あ
る
こ
と
に
す
ぐ
に
気
づ
き
、
あ
る
活
動
を
始
め
る
こ
と
を
決
め
た
。「
フ
リ
ー
・

シ
ネ
マ
」
と
い
う
表
現
は
、
リ
ン
ゼ
イ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
「
ボ
ッ
ク
ス
オ
フ
ィ
ス

（
興
行
収
入
）
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
要
請
の
圧
力
か
ら
離
れ
て
作
る
映
画
」
を
参
考
に

し
て
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
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評　論

　

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
添
え
た
最
初
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
大
き
な
成
功
を
収
め
た
こ
と
に

よ
り
、
ほ
か
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
た
。
彼
ら
は
全
員
五
〇
年
代
終
わ

り
の
イ
ギ
リ
ス
文
化
と
若
者
を
描
く
短
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
製
作
に
参
加
し

た
。『
マ
マ
・
ド
ン
ト
・
ア
ラ
ウ
』（
マ
マ
は
許
さ
な
い
）
や
、
今
で
は
古
め
か
し
い

『
ウ
ィ
ー
・
ア
ー
・
ザ
・
ラ
ン
ベ
ス
ボ
ー
イ
ズ
』（
ぼ
く
ら
は
ラ
ン
ベ
ス
地
区
の
男
子

だ
）は
、
こ
の
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
の
若
者
た
ち
が
何
を
考
え
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
若
者
た
ち
は
、
ジ
ャ
ズ
ク
ラ
ブ
の
凝
っ
た
音
楽
や
リ
ヴ
ァ

プ
ー
ル
の
街
の
冷
た
い
空
気
に
酔
い
し
れ
る
が
、
戦
後
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
、

労
働
者
向
け
集
合
住
宅
の
苦
し
い
生
活
に
も
欲
求
不
満
を
募
ら
せ
る
、
新
し
い
世
代

の
代
表
者
た
ち
で
あ
る
。

　

監
督
た
ち
は
「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
で
用
い
た
手
法
の
せ
い
で
、
作
品
に
苦
い
現

実
の
後
味
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
手
法
と
は
、
身
近
な
人
々
に
撮
影
へ
の
参

加
を
依
頼
す
る
こ
と
と
、
手
持
ち
カ
メ
ラ
で
撮
影
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

当
時
映
画
産
業
に
対
す
る
侮
辱
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
フ
リ
ー
・
シ
ネ

マ
運
動
」
の
旗
印
の
も
と
で
製
作
さ
れ
た
作
品
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
っ
た
。
そ

れ
ら
は
大
型
ス
タ
ジ
オ
か
ら
離
れ
、
存
続
に
苦
労
す
る
か
、
芸
術
界
の
パ
ト
ロ
ン
た

ち
か
ら
分
配
さ
れ
た
資
金
を
頼
り
に
生
き
延
び
る
か
と
い
う
、
独
立
系
映
画
の
作
品

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

撮
影
チ
ー
ム
は
、一
般
的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、機
材
は
最
小
限
の
十
六
ミ
リ
フ
ィ

ル
ム
用
の
手
持
ち
カ
メ
ラ
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
カ
メ
ラ
は
、
特
有
の
小
刻
み

な
揺
れ
と
、
そ
こ
に
漂
う
現
実
の
生
々
し
さ
か
ら
、
す
ぐ
そ
れ
と
わ
か
る
。
ウ
ォ
ル

タ
ー
・
ラ
サ
リ
ー
は
こ
の
手
法
の
先
兵
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
手
法
は
大
き

な
作
品
に
用
い
ら
れ
れ
ば
今
も
な
お
非
難
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。

『
ウ
ィ
ー
・
ア
ー
・
ザ
・
ラ
ン
ベ
ス
ボ
ー
イ
ズ
』
の
重
要
性

　

上
述
の
よ
う
に
、『
ウ
ィ
ー
・
ア
ー
・
ザ
・
ラ
ン
ベ
ス
ボ
ー
イ
ズ
』
は
一
九
五
九

年
に
カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
り
、
お
そ

ら
く
こ
の
時
期
で
最
も
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
イ
ギ
リ
ス
を
見
た
ま
え
」

（Look at Britain

）と
題
さ
れ
た
、
一
連
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
注
文
し
た
フ
ォ
ー

ド
・
モ
ー
タ
ー
社
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
た
作
品
で
、「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
の
他
の

短
編
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
は
、
五
十
二
分
間
に
わ
た
り
鋭

い
洞
察
力
と
繊
細
さ
で
ロ
ン
ド
ン
南
部
の
若
者
の
生
活
様
式
を
観
察
し
て
い
る
。
彼

は
こ
の
作
品
の
前
、
一
九
五
六
年
に
『
マ
マ
・
ド
ン
ト
・
ア
ラ
ウ
』
を
ト
ニ
ー
・
リ

チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
と
共
同
製
作
し
、
ク
リ
ケ
ッ
ト
や
ダ
ン
ス
に
熱
中
し
、
古
風
に
も
、

女
の
子
た
ち
の
気
を
引
く
た
め
に
集
団
で
街
を
う
ろ
つ
く
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
若
者
を

描
い
て
い
た
。

　

ラ
イ
ス
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
仕
事
は
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
で
の
最
初
の

映
画
『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
で
再
開
さ
れ
る
。
パ
ブ
で
酒
を
飲
み
、
ビ
ー
ル
の
が

ぶ
飲
み
競
争
で
盛
り
上
が
り
、
友
人
た
ち
と
議
論
し
な
が
ら
タ
バ
コ
を
吸
い
ダ
ン
ス

を
す
る
夜
が
、
仕
事
や
日
常
の
現
実
か
ら
離
れ
る
、
つ
か
の
間
で
は
か
な
い
逃
避
行

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

反
乱
者
た
ち
の
出
現
は
一
九
五
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
。「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
運
動
」

は
ま
さ
に
収
束
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
現
れ
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
知
ら
れ
る
こ

と
な
く
こ
っ
そ
り
と
。「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
が
生
ま
れ
た
の
は
、
あ
る
監
督
た
ち

が
形
式
と
物
語
性
を
求
め
て
さ
ら
に
進
む
こ
と
を
欲
し
た
か
ら
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー

ド
ソ
ン
、
ラ
イ
ス
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
三
人
は
、
か
な
り
前
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
出
版

や
組
織
活
動
で
映
画
批
評
や
映
画
学
に
携
わ
り
、
独
立
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
が
、

経
済
的
な
制
約
も
あ
り
、
自
ら
の
人
生
に
伴
う
不
安
も
あ
っ
た
。

大
き
な
ス
タ
ジ
オ
か
ら
離
れ
て

　

大
き
な
ス
タ
ジ
オ
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
映
画
の
影
響

を
受
け
た
い
た
ず
ら
に
誇
大
な
描
写
を
し
な
い
道
を
意
味
し
て
い
た
。
彼
ら
の
主
人

公
は
、
ハ
ン
フ
リ
ー
・
ボ
ガ
ー
ト
（H

um
phrey Bogart

）
や
、
ほ
か
の
映
画
ス
タ
ー

た
ち
が
演
じ
た
架
空
の
「
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
」（
主
流
）
か
ら
か
け
離
れ
た
労
働

者
た
ち
や
日
陰
で
暮
ら
す
慎
ま
し
い
人
々
で
あ
っ
た
。
幸
福
の
追
求
は
「
ニ
ュ
ー
・

ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
映
画
に
お
い
て
は
現
実
離
れ
し
た
概
念
と
な
り
、
自
ら
の
目
的
の
追

求
の
た
め
に
放
棄
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
理
由
で
『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』

の
主
人
公
は
、
目
標
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
若
者
を
、
そ
し
て
狭
苦
し
い
空
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間
で
動
き
回
り
な
が
ら
も
、
意
味
の
な
い
平
穏
な
人
生
に
親
た
ち
を
閉
じ
込
め
た
社

会
の
束
縛
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
試
み
る
若
者
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
若
手
の
映
画
監
督
た
ち
の
誕
生
と
同
時
に
、
文
学
界
も
重
大
な
変
化
を

体
験
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
ラ
ン
・
シ
リ
ト
ー
と
シ
ェ
ラ
・
デ
ラ
ニ
ー
を
先
頭
に
、
新

し
い
世
代
の
作
家
た
ち
が
規
範
の
変
革
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
リ
チ
ャ
ー
ド

ソ
ン
、
ラ
イ
ス
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
ら
の
映
画
監
督
と
協
力
し
て
家
庭
問
題
や
不
満
の

あ
る
生
活
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
を
約
束
し
た
。
観
客
た
ち
の
生
活
を
反
映
す
る
物

語
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
観
客
た
ち
が
映
像

に
熱
中
し
、
日
常
生
活
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
登
場
人
物
を
敵
視
し
た
り
、
自
己
と
同

一
視
す
る
の
は
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
の
主
人
公
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン
と
『
長
距
離
走
者

の
孤
独
』
の
主
人
公
、
コ
リ
ン
・
ス
ミ
ス
は
性
格
は
悪
い
が
、
い
つ
も
ス
ク
リ
ー
ン

に
登
場
し
て
い
た
非
現
実
的
な
人
間
た
ち
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
不
安
定
で

あ
や
ふ
や
な
野
心
に
悩
む
生
活
を
送
り
、
映
画
が
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
時

代
の
道
徳
的
理
想
像
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
た
が
、
改
善
す
る
力
が
あ
り
、
一
般
的

な
人
間
像
と
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
か
っ
た
：
蓄
積
さ
れ
た
怒
り
や
愛
情
、
野
心
か
ら

間
違
い
を
犯
す
が
、
破
ら
れ
な
い
秘
密
を
自
ら
の
内
に
守
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
作

品
は
、
映
画
ス
タ
ジ
オ
が
押
し
つ
け
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
慣
習
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
不

義
、
不
法
中
絶
、
同
性
愛
、
婚
前
交
渉
な
ど
、
そ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
い
た
テ
ー
マ

を
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
体
験
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
時
か
ら
、
欲
求
不
満
が
隠
さ
れ
、

抑
圧
さ
れ
、
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
夢
や
空
想
を
誘
う
機
能
を
果
た
し
て
い
た
社
会

に
存
在
す
る
偏
見
や
、
タ
ブ
ー
と
戦
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

映
画
界
の
こ
の
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
同
時
代
の
評
論
家
た
ち
や
国
民
に
は
好

意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
反
感
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
が
正
式
に
始
動
し
た
の
は
、
カ

レ
ル
・
ラ
イ
ス
の
作
品
『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
が
公
開
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
で

あ
る
。

Ⅳ　

創
立
作
品

カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
監
督
『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』

　

イ
ギ
リ
ス「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
最
初

の
映
画
は
一
九
五
八
年
の『
年
上
の
女
』で
あ

る
と
長
い
間
、見
な
さ
れ
て
い
た
が
、実
際
に

は
一
九
六
〇
年
に
映
画
界
は
重
大
な
状
況
の

変
化
を
経
験
し
た
。
カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
の
作

品
『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
が
い
ろ
い
ろ

な
理
由
で
衝
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
映
画
は
保
守
的
な
評
論
家
た
ち
の
目
に

は
、
美
的
に
も
物
語
的
に
も
偏
見
が
あ
る
と
し
て
酷
評
の
的
と
な
っ
た
。「
ニ
ュ
ー
・

ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
始
ま
り
に
す
で
に
驚
嘆
し
て
い
た
ほ
か
の
評
論
家
た
ち
は
、
新
鮮
な

再
生
を
も
た
ら
す
創
造
運
動
の
第
一
歩
だ
と
認
め
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
映
画

館
に
押
し
寄
せ
、
心
を
乱
し
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
知
識
人
た
ち
の
論
争
を
招
く
こ
の

作
品
を
見
に
や
っ
て
来
た
。
不
道
徳
で
反
社
会
的
な
主
人
公
と
、
あ
る
女
性
と
の
不

貞
関
係
の
た
め
に
、
タ
ブ
ー
の
再
検
討
に
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
の
作
品
は
論
争
の
的
と

な
り
、
激
し
い
非
難
を
受
け
る
が
、
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
関
心
を
集
め
た
。
主
人

公
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン
の
役
に
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ニ
ー
（A

lbert Finney

）

は
た
だ
た
だ
完
璧
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
彼
は
こ
の
役
を
演
じ
て
非
常
に
説
得
力
が

あ
り
、『
欲
望
と
い
う
名
の
電
車
』
の
マ
ー
ロ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
（M

arlon Brando

）
に

匹
敵
す
る
と
も
言
う
べ
き
イ
ギ
リ
ス
人
俳
優
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
野
外
セ
ッ
ト
が
す
べ
て
あ
り
の
ま
ま
の
場
所
で
撮
影
さ
れ
た
初
め
て
の

映
画
で
あ
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
イ
ギ
リ
ス
映
画
史
に
お
い
て
最
も
影
響
力
の
あ
る

作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
作
品
と
当
時
の
検
閲
委
員
会
と
の
対
立
は
あ
ら
ゆ
る
報
告
書
に
残
さ
れ
、
表

現
の
自
由
の
制
限
を
問
題
視
す
る
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
の
関
心
を
再
び
高
め

た
。
検
閲
委
員
会
が
部
分
的
に
こ
の
争
い
に
勝
ち
、
カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
は
残
念
な
が

ら
か
な
り
の
量
の
台
本
の
変
更
を
命
じ
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
「
タ
フ
ガ
イ
」
に
典

型
的
な
罵
倒
語
は
禁
止
さ
れ
た
。
検
閲
委
員
会
は
言
葉
に
は
厳
し
い
が
、
他
の
ど
ん
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評　論

な
作
品
に
お
い
て
も
撮
影
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
あ
る
シ
ー
ン
を
大
目
に
見
た
：
日
曜

の
朝
、
ア
ー
サ
ー
は
目
覚
め
る
。
カ
メ
ラ
の
動
き
が
当
時
の
清
教
徒
の
倫
理
観
に
抵

触
す
る
最
悪
の
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、
ア
ー
サ
ー
が
工

場
の
同
僚
の
妻
の
隣
に
横
た
わ
る
姿
で
あ
る
。
こ
れ
は
衝
撃
的
な
映
像
で
あ
り
、
検

閲
委
員
会
は
こ
の
シ
ー
ン
に
激
怒
し
て
非
難
し
た
よ
う
だ
が
、
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
よ

う
な
形
で
禁
止
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン
は
若
い
労
働
者
で
、
ひ
ど
く
地
味
に
描
か
れ
た
ノ
ッ
テ
ィ

ン
ガ
ム
の
町
で
週
に
六
日
、
一
生
懸
命
働
き
、
土
曜
の
晩
は
労
働
者
用
住
宅
地
区
に

あ
る
パ
ブ
や
ダ
ン
ス
ク
ラ
ブ
で
友
人
た
ち
と
楽
し
く
過
ご
す
。
彼
は
い
と
こ
の
親
友

や
好
か
な
い
連
中
と
の
話
に
熱
が
こ
も
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
国
民
に
押
し
つ
け

て
い
る
制
度
や
欲
求
不
満
に
対
す
る
怒
り
を
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
口
に
す
る
。
日
常

に
埋
も
れ
た
物
静
か
な
夫
婦
で
あ
る
彼
の
両
親
の
こ
と
を
持
ち
出
し
て
は
、
結
婚
に

屈
す
る
こ
と
を
断
固
拒
否
し
、
そ
の
逆
を
主
張
し
て
工
場
主
任
の
妻
と
い
ち
ゃ
つ
く
。

職
場
に
疎
外
が
生
ま
れ
、
黒
ず
ん
だ
壁
の
工
場
に
束
縛
さ
れ
た
精
神
は
は
や
ば
や
と

老
け
込
み
、
疲
労
と
、
そ
し
て
今
日
で
は
テ
レ
ビ
の
せ
い
で
、
多
く
の
人
々
が
夢
を

失
う
。
ラ
イ
ス
に
よ
っ
て
映
像
化
さ
れ
た
こ
の
急
進
的
な
言
説
は
、
当
時
の
世
間
に

確
実
に
衝
撃
を
与
え
た
。

　

こ
れ
は
、
時
代
は
続
い
て
い
て
も
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
長
編
映
画
は
、
近
年
、
世
評
に
高
い
英
国
映
画
協
会
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
時
代

の
イ
ギ
リ
ス
映
画
を
対
象
に
し
た
ラ
ン
ク
付
け
で
ベ
ス
ト
二
〇
に
選
ば
れ
た
の
だ
。

　

映
画
で
は
、ア
ー
サ
ー
と
不
実
な
人
妻
ブ
レ
ン
ダ
の
関
係
に
お
い
て
、社
会
が
も
た

ら
す
生
活
様
式
の
罠
に
か
か
っ
た
人
々
に
、
定
め
ら
れ
た
運
命
が
あ
る
こ
と
が
は
っ

き
り
と
証
明
さ
れ
て
い
る
：
退
屈
を
約
束
さ
れ
た
生
活
に
あ
る
平
凡
な
安
ら
ぎ
、
肉

欲
の
消
失
、
そ
し
て
何
年
も
抜
け
出
せ
な
い
典
型
的
な
社
会
の
仕
組
み
に
閉
じ
込
め

ら
れ
る
こ
と
。
ブ
レ
ン
ダ
は
ア
ー
サ
ー
に
夢
中
だ
が
、
彼
は
ま
る
で
水
の
上
の
蝶
の

よ
う
に
現
実
か
ら
浮
い
て
い
る
：
彼
は
近
づ
き
す
ぎ
る
こ
と
を
避
け
、
溺
死
す
る
危

険
の
あ
る
騒
動
に
か
か
わ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
ブ
レ
ン
ダ
が
妊
娠
し
、
ア
ー
サ
ー

が
父
親
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
と
告
げ
る
時
、
彼
は
罠
に
は
ま
っ
た
と
感
じ
る
。

彼
は
叔
母
に
助
け
を
求
め
、
彼
女
は
野
蛮
な
堕
胎
方
法
で
「
問
題
」
を
解
決
で
き
る

と
考
え
る
。
妊
娠
は
こ
こ
で
は
オ
オ
カ
ミ
の
落
と
し
穴
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
。

堕
胎
は
違
法
で
あ
り
、
昔
の
方
法
は
通
用
し
な
い
の
で
、
彼
は
覚
悟
を
決
め
て
あ
る

決
心
を
す
る
。
彼
は
隣
人
た
ち
や
ブ
レ
ン
ダ
の
夫
が
ど
う
思
お
う
が
、
生
ま
れ
る
子

供
の
責
任
を
取
る
こ
と
に
す
る
。
ア
ー
サ
ー
の
こ
の
ば
か
ば
か
し
く
思
え
る
考
え
は
、

現
実
の
人
間
た
ち
が
取
る
方
略
に
対
す
る
正
々
堂
々
の
批
判
で
あ
る
。
ア
ー
サ
ー
流

に
言
え
ば
、
夫
婦
の
出
会
い
か
ら
、
結
婚
、
妊
娠
、
生
活
そ
し
て
死
に
至
る
ま
で
の

伝
統
的
な
仕
組
み
は
、
人
々
の
後
進
性
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ブ
レ
ン
ダ
と
の
関
係
は
遊
び
半
分
で
、
ア
ー
サ
ー
は
同
時
に
、
パ
ブ
で
知
り
会
っ

た
若
く
美
し
い
ド
リ
ー
ン
と
も
偽
り
の
情
事
を
重
ね
る
。
こ
の
関
係
は
進
行
し
、
妊

娠
し
た
ブ
レ
ン
ダ
が
嫉
妬
し
て
、
彼
は
複
雑
に
混
じ
り
合
う
感
情
に
よ
っ
て
深
く
動

揺
す
る
。
ア
ー
サ
ー
は
も
と
も
と
完
全
な
自
由
を
求
め
、
た
だ
自
分
の
た
め
に
周
り

の
人
々
を
利
用
し
、
ま
っ
た
く
将
来
を
考
え
ず
、
同
時
代
の
若
者
の
関
心
事
で
あ
る

安
定
性
を
求
め
る
こ
と
を
軽
蔑
し
て
い
る
。
彼
は
稼
い
だ
金
を
す
ぐ
に
使
い
果
た

す
：
競
馬
に
賭
け
、
だ
れ
に
で
も
ビ
ー
ル
を
お
ご
る
。
ド
リ
ー
ン
に
こ
の
人
生
観
を

何
度
も
非
難
さ
れ
、
彼
は
ま
た
も
罠
に
は
ま
っ
た
と
感
じ
る
が
、
彼
女
の
求
め
に
屈

し
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
映
画
は
、
彼
が
建
設
中
の
あ
る
分
譲
地
に
石
を
投
げ
る

シ
ー
ン
で
終
わ
る
。
ア
ー
サ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
求
め
る
間
違
っ
た
選
択
は
し

な
か
っ
た
。
彼
は
力
の
限
り
闘
う
つ
も
り
な
の
だ
。

ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン

　

ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン
と
い
う
人
物
は
小
説
家
ア
ラ
ン
・
シ
リ
ト
ー
に
よ
っ
て
作

り
出
さ
れ
た
。
ラ
イ
ス
が
映
画
化
を
決
め
た
の
は
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
女
が
シ
リ
ト
ー
に
映
画
化
の
話
を
持
ち
か
け
た
と
き
、
シ
リ
ト
ー
は
あ
る
条
件
で

関
心
を
示
し
た
：
彼
自
身
が
脚
本
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
小
説
の
中
の
人
物
が

映
画
で
演
じ
る
過
程
を
監
督
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
シ
リ
ト
ー
は
目
配
り
を
怠

ら
な
か
っ
た
が
、
映
画
化
が
成
功
し
た
大
き
な
要
因
は
、
お
そ
ら
く
ア
ル
バ
ー
ト
・

フ
ィ
ニ
ー
の
発
見
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
企
画
の
責
任
者
た
ち
は
、
フ
ィ
ニ
ー
に
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
取
り
込

む
こ
と
が
で
き
る
完
璧
な
器
を
見
い
だ
し
た
。
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
の
映
画
愛
好
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家
た
ち
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ニ
ー
が
演
じ
た
ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン
と
、『
乱
暴

者
』
で
マ
ー
ロ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
が
演
じ
た
ジ
ョ
ニ
ー
・
ス
ト
レ
イ
ブ
ラ
ー
が
驚
く
ほ
ど

似
て
い
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、『
乱
暴
者
』
は
、
検
閲

に
よ
っ
て
共
産
主
義
を
支
持
す
る
（
容
共
主
義
的
）
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

理
由
で
、
一
九
六
八
年
ま
で
イ
ギ
リ
ス
で
は
上
映
禁
止
と
な
っ
た
。
ジ
ョ
ニ
ー
・
ス

ト
レ
イ
ブ
ラ
ー
と
ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン
は
、
多
く
の
点
で
似
て
い
る
。
こ
の
二
つ

の
物
語
に
取
り
つ
く
共
主
義
に
近
い
主
張
と
は
別
に
、
彼
ら
を
結
び
つ
け
て
い
る
の

は
、
過
ち
を
犯
し
や
す
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

結
論

　

一
九
六
二
年
に
は
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
終
わ
り
が
見
え
始
め
た
が
、
そ
れ

が
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
一
九
六
三
年
で
あ
る
。
こ
の
年
、
ト

ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
が
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
華
麗
な
冒
険
』
を
製
作
す
る

が
、
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。『
長
距
離
走
者
の
孤
独
』
は
、
紛
れ
も
な
く
「
ニ
ュ
ー
・

ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
論
争
開
始
か
ら
、
こ
の
概
念
が
は
っ
き
り
と
承
認
さ
れ
る
ま
で
を
結

び
つ
け
る
画
期
的
な
作
品
で
あ
っ
た
。

　
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
運
動
の
当
事
者
た
ち
は
、
世
界
中
の
ど
こ
で
も
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
変
革
は
あ
る
期
間
し
か
続
か
な
い
が
、
他
の
変
革
に
道
を
開
く
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
継
承
者
た
ち
は
、
何
の
運
動
に
か
か
わ
ら
な
く
て
も
、
美
意

識
や
テ
ー
マ
に
関
す
る
制
限
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
活
用
し
た
。

　

ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
、「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
運
動
が
短
期
間
の
う
ち

に
時
代
を
画
す
る
こ
と
を
求
め
た
先
駆
的
な
映
画
監
督
た
ち
の
ひ
と
り
で
、
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
ま
ず
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
、
後
に
監
督
と
し
て
、
多
数
の
企

画
を
実
現
し
た
。
彼
の
強
い
信
念
は
そ
れ
ま
で
映
画
の
外
に
隠
さ
れ
て
い
た
現
実
社

会
を
観
客
た
ち
の
顔
に
投
げ
つ
け
る
強
い
意
志
と
な
っ
た
。

　
「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
の
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
へ
の
移
行
が
持
つ
意
味
は
、「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
実
際
、
観
客
た
ち
の
想
像
の
世
界
を
問
う
の
に
、
数
年
で
十
分
で
あ
っ
た
。
映

画
館
に
行
く
庶
民
層
は
、
目
の
前
に
悲
惨
な
日
常
生
活
が
露
呈
す
る
の
を
見
る
余
裕

を
持
っ
て
い
た
。
妥
協
せ
ず
、
常
套
句
を
使
う
こ
と
も
な
く
提
示
さ
れ
、
労
働
と
、

実
現
不
可
能
な
願
望
の
抑
圧
を
定
め
と
す
る
こ
の
日
常
生
活
の
描
写
は
、
こ
れ
を
再

考
す
る
人
々
に
よ
っ
て
深
く
吟
味
さ
れ
、
新
し
い
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

　
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
は
、
映
画
界
に
起
き
た
す
べ
て
の
抵
抗
運
動
と
同
じ
道
を

た
ど
っ
た
。
製
作
費
の
不
足
と
テ
レ
ビ
の
人
気
の
高
ま
り
に
よ
り
、
姿
を
消
し
た
の

で
あ
る
。
家
庭
に
テ
レ
ビ
が
普
及
し
、
六
〇
年
代
始
め
か
ら
映
画
館
の
客
が
大
き
く

減
り
始
め
た
。
テ
レ
ビ
の
シ
リ
ー
ズ
番
組
も
リ
ア
リ
ズ
ム
を
重
視
し
、
こ
の
反
体
制

的
な
運
動
を
媒
介
し
て
い
た
。

　

映
画
界
の
状
況
を
変
え
た
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
代
表
者
た
ち
は
、
似
た
よ

う
な
闘
い
に
加
わ
る
他
の
映
画
監
督
た
ち
に
道
を
開
い
た
。
マ
イ
ク
・
リ
ー
（M

ike 

Leigh

）、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
フ
リ
ア
ー
ズ
（Stephen Frears

）、
ケ
ン
・
ロ
ー
チ
は
そ

の
継
承
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
作
品
は
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
遺
産
を
受
け
継
ぐ

社
会
批
判
の
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
映
画
作
品
は
人
気
が
あ
り
、
実

際
に
海
外
に
輸
出
さ
れ
た
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
映
画
で
辛
辣
な
批
評

を
乗
り
切
っ
た
領
域
は
ひ
と
つ
も
な
い
が
、『
ト
レ
イ
ン
・
ス
ポ
ッ
テ
ィ
ン
グ
』、『
フ

ル
・
モ
ン
テ
ィ
』
や
『
ブ
ラ
ス
！
』
の
成
功
は
、
ジ
ャ
ン
ル
が
広
が
り
、
喜
劇
の
概
念

に
さ
え
新
し
い
定
義
を
与
え
た
証
拠
で
あ
る
。
多
く
の
評
論
家
が
こ
れ
ら
を
、
非
常

に
特
殊
な
タ
イ
プ
の
イ
ギ
リ
ス
喜
劇
と
述
べ
て
い
る
。

　

私
が
分
析
し
た
作
品
、『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
は
、
真
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ

た
と
い
う
意
味
で
、
取
り
上
げ
た
こ
と
は
正
当
な
選
択
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
作

品
を
は
じ
め
、「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
運
動
の
最
も
重
要
な
諸
作
品
が
、「
英
国
映

画
協
会
」
に
よ
っ
て
再
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
私
の
決
断
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
映
画
史
に
お
い
て
、
同
じ
よ
う
に
重
要
な
他
の
作
品
に

触
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
ん
だ
作
品
の
リ
ス
ト
を
最

後
に
加
え
て
、
他
の
機
会
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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評　論

選
択
し
た
作
品

ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
『
怒
り
を
込
め
て
振
り
返
れ
』（
一
九
五
八
）

ジ
ャ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ト
ン
『
年
上
の
女
』（
一
九
五
九
）

カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』（
一
九
六
〇
）

リ
ン
ゼ
イ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
蜜
の
味
』（
一
九
六
一
）

ジ
ャ
ン
・
ス
レ
ジ
ン
ジ
ャ
ー
『
あ
る
種
の
愛
情
』（
一
九
六
二
）

ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
『
長
距
離
走
者
の
孤
独
』（
一
九
六
二
）

リ
ン
ゼ
イ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
孤
独
の
報
酬
』（
一
九
六
三
）

ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
華
麗
な
冒
険
』（
一
九
六
三
）

ケ
ン
・
ロ
ー
チ
（
ケ
ネ
ス
・
ロ
ー
チ
）『
キ
ャ
シ
ー
・
カ
ム
・
ホ
ー
ム
』（
一
九
六
六
）

ケ
ン
・
ロ
ー
チ
『
ケ
ス
』（
一
九
六
九
）

注1 

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
は
一
九
五
〇
年
代
フ
ラ
ン
ス
に
現
れ
た
映
画
運
動
で
あ
る
。
こ
の
語
は
一

九
五
七
年
十
月
三
日
の
『
レ
ク
ス
プ
レ
ス
』
誌
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
ジ
ル
ー
に
よ
る
世
代
現

象
の
社
会
学
的
調
査
の
中
で
初
め
て
現
れ
、
一
九
五
八
年
二
月
に
雑
誌
『
シ
ネ
マ
58
』
で
ピ
エ
ー

ル
・
ビ
ヤ
ー
ル
に
よ
っ
て
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
は
一
九
五
九
年
に
配
給
さ
れ
た
新

し
い
映
画
作
品
と
、
主
に
こ
の
年
の
カ
ン
ヌ
映
画
祭
に
出
展
さ
れ
た
作
品
に
用
い
ら
れ
る
。

2 

『
小
さ
な
兵
隊
』
は
ジ
ャ
ン=

リ
ュ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ル
（JeanLuc G

odard

）
監
督
の
フ
ラ
ン
ス

映
画
。
一
九
六
〇
年
に
撮
影
さ
れ
た
が
、
検
閲
に
よ
り
禁
止
さ
れ
、
一
九
六
三
年
に
公
開
さ
れ
た
。

3 

『
5
時
か
ら
7
時
ま
で
の
ク
レ
オ
』
は
ア
ニ
エ
ス
・
ヴ
ァ
ル
ダ
（A

gnès Varda

）
監
督
の
フ
ラ
ン

ス
映
画
。
一
九
六
一
年
に
製
作
さ
れ
一
九
六
二
年
に
公
開
さ
れ
た
。

4 

日
本
赤
軍
（
Ｊ
Ｒ
Ａ
）
は
、
日
本
共
産
主
義
者
同
盟
赤
軍
派
か
ら
分
か
れ
て
、
重
信
房
子
が
一
九

七
一
年
二
月
に
結
成
し
た
日
本
の
極
左
テ
ロ
リ
ス
ト
集
団
で
あ
る
。

5 

ギ
ャ
ヴ
ィ
ン
・
ラ
ン
バ
ー
ト
（G

avin Lam
bert

）
は
雑
誌
『
サ
イ
ト
・
ア
ン
ド
・
サ
ウ
ン
ド
（Sight 

and Sound

）』 

と
「
英
国
映
画
協
会
（British Film

 Institute

）」
で
評
論
家
と
し
て
長
年
働
い
た

後
、
ニ
コ
ラ
ス
・
レ
イ
（N

icholas R
ay

）
と
共
同
製
作
に
取
り
組
ん
だ
。

6 

「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
は
一
九
五
〇
年
代
に
生
ま
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
運
動
で
、
イ
ギ
リ
ス

の
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
の
全
世
代
の
映
画
監
督
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
。

7 

フ
ラ
ン
ス
語
の
「
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
」
に
あ
た
る
英
語
。

8 

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
卿
（Sir A

lfred H
itchcock, 

一
八
九
九
年
八
月
十
三
日
―
一

九
八
〇
年
四
月
二
十
九
日
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
で
ア
メ
リ
カ
に
帰
化
し
た
映
画
監
督
、
脚
本

家
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
映
画
俳
優
で
、
中
で
も
オ
ス
カ
ー
賞
に
五
回
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
。

9 

マ
イ
ケ
ル
・
バ
ル
コ
ン
（M

ichael Balcon, 

一
八
九
六
年
五
月
十
九
日
―
一
九
七
七
年
十
月
十
七

日
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
初
期
作
品
を
製
作
し
た
。

10 The M
an W

ho Knew Too M
uch

（
一
九
三
六
）

11 Sabotage

（
一
九
三
六
）

12 The 39 Steps

（
一
九
三
五
）

13 Ain’t N
o Justice

（
一
九
三
九
）
監
督
、
ペ
ン
・
テ
ニ
ソ
ン
（Pen Tennyson

）。

14 The Proud Valley

（
一
九
四
〇
）
監
督
、
ペ
ン
・
テ
ニ
ソ
ン
（Pen Tennyson

）。

15 W
ent the D

ay W
ell?

（
一
九
四
二
）
監
督
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
カ
ヴ
ァ
ル
カ
ン
テ
ィ
（A

lberto 

C
avalcanti

）。

16 N
ext of Kin

（
一
九
四
二
）
監
督
、
ソ
ロ
ル
ド
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
（T

horold D
ickinson

）。

17 H
ue and Cry

（
一
九
四
八
）
監
督
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ラ
イ
ト
ン
（C

harles C
richton

）。

18 Passport to Pim
lico

（
一
九
四
九
）
監
督
、
ヘ
ン
リ
ー
・
コ
ー
ネ
リ
ア
ス
（H

enry C
ornelius

）。
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19 

キ
ャ
ロ
ル
・
リ
ー
ド
（C

arol R
eed, 

一
九
〇
六
年
十
二
月
三
十
日
―
一
九
七
六
年
四
月
二
十
五

日
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
監
督
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
脚
本
家
。

20 The Stars Look D
own

（
一
九
四
〇
）

21 The Q
uarterly of Film

 Radio and Television , 

ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
、
バ
ー
ク
レ
ー
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
出
版
。

22 The Third M
an

（
一
九
四
九
）

23 

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ー
ン
卿
（D

avid Lean, 

一
九
〇
八
年
三
月
二
十
五
日
―
一
九
九
一
年
四
月
十
六

日
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
監
督
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
。
映
画
の
「
古
典
」
と
さ
れ
る
『
戦
場
に
か

け
る
橋
』、『
ア
ラ
ビ
ア
の
ロ
レ
ン
ス
』、『
ド
ク
ト
ル
・
ジ
バ
ゴ
』
な
ど
の
大
作
を
製
作
し
て
広
く

認
め
ら
れ
た
。

24 Breaking the Sound Barrier

（
一
九
五
二
）
監
督
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ー
ン
（D

avid Lean

）。

25 

「
ダ
イ
レ
ク
ト
・
シ
ネ
マ
（D

irect Cinem
a

）」
は
北
米
、
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
と
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
で
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
二
年
に
生
ま
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
動
向
で
あ
り
、

最
初
は
現
実
を
直
接
と
ら
え
、
真
実
を
伝
え
る
こ
と
へ
の
欲
求
を
特
徴
と
し
て
い
た
が
、
長
期
的

に
現
実
の
問
題
を
問
い
、
映
画
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
試
み
る
方
法
と
な
っ
て
い
っ
た
。

26 N
ightm

ail

（
一
九
三
六
）
監
督
ハ
リ
ー
・
ワ
ッ
ト
（H

arry W
att

）
と
バ
ジ
ル
・
ラ
イ
ト
（Basil 

W
right

）。
ジ
ャ
ン
・
ブ
レ
シ
ャ
ン
は
、
著
書
『
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
：
映
画
の
も
う
一
つ
の
顔
』

（
カ
イ
エ
・
デ
ュ
・
シ
ネ
マ
出
版
）
の
中
で
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
先
駆
者
的
作
品
の
一

つ
だ
と
述
べ
て
い
る
。

27 Song of Ceylon

（
一
九
三
六
）
監
督
、
バ
ジ
ル
・
ラ
イ
ト
（Basil W

right

）。

28 Industrial Britain

（
一
九
三
三
）
イ
ギ
リ
ス
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
父
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ア

ソ
ン
（John G

rierson

）
の
要
請
で
ロ
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
セ
フ
・
フ
ラ
ハ
テ
ィ
（R

obert Joseph 

Flaherty

）
が
監
督
し
た
。

29 N
orth Sea

（
一
九
三
八
）
監
督
、
ハ
リ
ー
・
ワ
ッ
ト
（H

arry W
att

）。

30 Brief Encounter

（
一
九
四
五
）
監
督
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ー
ン
。 

31 

文
字
ど
お
り
「
流
し
台
（
キ
ッ
チ
ン
シ
ン
ク
）
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」。

32 Look Back In Anger

（
一
九
五
六
）
は
ジ
ョ
ン
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（John O

sborne

）
の
戯
曲
で
、
ロ

ン
ド
ン
の
舞
台
で
大
成
功
を
収
め
た
。
こ
の
作
品
は
評
論
を
通
じ
て
「
怒
れ
る
若
者
た
ち
（Angry 

Young M
en

）」
と
い
う
言
葉
を
生
み
出
し
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
と
同
世
代
の
劇
作
家
や
作
家
た
ち
を
表

す
に
至
っ
た
が
、
彼
ら
は
多
く
の
場
合
、
前
の
時
代
の
理
想
主
義
と
対
照
を
成
す
粗
野
な
リ
ア
リ

ズ
ム
を
志
向
し
て
い
た
。

33 

ジ
ョ
ン
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（
一
九
二
九
年
十
二
月
十
二
日
―
一
九
九
四
年
十
二
月
二
十
四
日
）
は
イ

ギ
リ
ス
の
劇
作
家
、
脚
本
家
、
俳
優
。

34 

こ
の
運
動
は
ま
ず
文
学
に
お
い
て
非
常
に
活
発
化
し
、
後
に
絵
画
で
展
開
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の

リ
ア
リ
ズ
ム
の
起
源
は
十
八
世
紀
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
下
層
民
を
描
い
た
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
（H

enry Fielding

）
の
小
説
や
ト
バ
イ
ア
ス
・
ス
モ
レ
ッ
ト
（Tobias Sm

ollett

）
の

作
品
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
十
九
世
紀
半
ば
に
発
展
し
、
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ

（T
hom

as H
ardy

）、
Ｄ
・ 

Ｈ
・
ロ
ー
レ
ン
ス
（D

. H
. Law

rence

）、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト

（G
eorge Eliot

）
や
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ア
（G

eorge M
oore

）
な
ど
の
大
作

家
が
全
面
的
に
こ
の
運
動
に
加
わ
る
。
彼
ら
は
労
働
者
階
級
や
不
貞
関
係
、
使
用
人
層
に
こ
だ
わ

る
が
、
前
の
時
代
の
作
家
た
ち
は
田
舎
の
裕
福
な
家
庭
や
専
門
職
の
労
働
者
階
級
、
聖
職
者
た
ち

を
中
心
に
筋
書
き
を
設
定
し
て
い
た
。

35 

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
教
義
と
実
戦
を
統
合
し
、
二
十
世
紀
始
め
か
ら
政
治

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
と
芸
術
の
領
域
に
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
っ
て
い
た
。
暴
力
的
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
の
場
で
あ
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
一
九
一
〇
年
代
ご
ろ
の
ロ
シ
ア

に
発
す
る
。
こ
の
論
争
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
や
特
に
立
体
未
来
主
義
に
由
来
し
、
野
心
的
な

若
い
詩
人
た
ち
が
書
い
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
トU

ne gifle au goût du public

（『
大
衆
の
好
み
に
平
手
打

ち
』）
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
。
彼
ら
は
ほ
か
の
分
野
の
芸
術
家
た
ち
と
も
多
く
交
流
し
、
場
合
に

よ
っ
て
は
造
形
美
術
の
理
論
面
（
特
に
「
ト
ラ
ン
ス
精
神
、
ザ
ー
ウ
ミ
（zaum

’  

超
意
味
言
語
）」

の
概
念
）
を
取
り
入
れ
た
。
絵
画
や
特
に
文
学
に
お
い
て
こ
の
革
命
的
な
運
動
に
賛
意
が
寄
せ
ら

れ
た
の
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
（Jakobson

）
の
よ
う
な
若
い
形
式
主
義
の
評
論
家
た
ち
が
、
言
語
の
、

特
に
中
産
階
級
の
執
拗
な
憎
悪
と
結
び
つ
い
た
言
語
の
詩
的
機
能
を
、
み
ご
と
に
明
ら
か
に
し
た

か
ら
で
あ
る
。

36 

ロ
マ
ン
主
義
は
西
欧
の
芸
術
的
動
向
で
あ
り
、
十
八
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
に
、
十
九
世
紀

に
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
に
広
が
っ
た
。
ロ
マ
ン
主
義
の
特
徴
は
、
心
と
精
神
の
陶

酔
や
苦
悩
を
表
現
す
る
た
め
に
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
探
究
す
る
意
欲
に
み
ら
れ
る
：
そ
れ

は
理
性
に
対
す
る
感
情
の
反
発
で
あ
り
、
神
秘
と
幻
想
を
た
た
え
、
逃
避
と
夢
の
中
の
恍
惚
、
病

的
な
も
の
と
気
高
い
も
の
、
異
国
趣
味
と
過
去
を
探
し
求
め
る
。

37 

ノ
エ
ル
・
カ
ワ
ー
ド
（N

oël C
ow

ard, 

一
八
九
九
年
十
二
月
十
六
日
―
一
九
七
三
年
三
月
二
十
六

日
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
脚
本
家
、
俳
優
、
作
曲
家
、
映
画
監
督
。

38 

テ
レ
ン
ス
・
マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
ラ
テ
ィ
ガ
ン
卿
（Sir Terence M

ervyn R
attigan, 

一
九
一
一
年
六

月
十
日
―
一
九
七
七
年
十
一
月
三
十
日
）は
二
十
世
紀
で
最
も
偉
大
な
劇
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
の
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
両
親
の

も
と
に
生
ま
れ
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
学
ん
だ
。

39 Tony R
ichardson

（
一
九
二
八
―
一
九
九
一
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
監
督
、

脚
本
家
。

40 

ケ
ン
・
ロ
ー
チ
（K

en Loach, 

本
名
はK

enneth Loach, 

一
九
三
六
年
六
月
十
七
日
生
ま
れ
）
は

イ
ギ
リ
ス
の
映
画
と
テ
レ
ビ
の
監
督
。
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評　論

41 Cathy Com
e H

om
e

（
一
九
六
六
）
監
督
、
ケ
ン
・
ロ
ー
チ
。

42 

ジ
ョ
ン
・
ラ
ン
ド
ー
ル
・
ブ
ラ
ッ
ト
ビ
ー
（John R

andall Bratby, 

一
九
二
八 

年
七
月
十
九
日
―

一
九
九
二
年
七
月
二
十
日
）
は
「
キ
ッ
チ
ン
・
シ
ン
ク
」
運
動
を
創
立
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
画
家
。

こ
の
運
動
は
五
〇
年
代
終
わ
り
に
他
の
芸
術
領
域
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
。

43 “[H
e] takes us back from

 the studio to the kitchen [and described his subjects as] an 

inventory w
hich includes every kind of food and drink, every ustensil and im

plem
ent, 

the usual plain furniture and even the babies nappies on the line. Everything but the 

kitchen sink? T
he kitchen sink too.” TdR.

44 
文
字
通
り“Angry Young M

en”

で
あ
る
。

45 A
rnold W

esker

（
一
九
三
二
年
五
月
二
十
四
日
生
ま
れ
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
脚
本
家
、
俳
優
。

46 H
arold Pinter

（
一
九
三
〇
年
十
月
十
日
―
二
〇
〇
八
年
十
二
月
二
十
四
日
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
作

家
、
劇
作
家
、
演
出
家
。
初
期
の
作
品
は
し
ば
し
ば
不
条
理
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

ピ
ン
タ
ー
は
演
劇
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
映
画
の
脚
本
を
書
き
、
二
〇
〇
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学

賞
を
受
賞
し
た
。

47 John Brain

（
一
九
二
二
―
一
九
八
六
）

48 A
lan Sillitoe

（
一
九
二
八
年
三
月
四
日
生
ま
れ
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
で
一
九
五
〇
年
代
の
「
怒

れ
る
若
者
た
ち
」
の
一
人
で
あ
る
。

49 “im
m

ensity of feeling and class hatred”

50 

ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
一
九
六
〇
年
夏
の『
フ
ィ
ル
ム
・
ク
ォ
ー
タ
リ
ー（Film

 Q
uarterly

）』

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
こ
う
述
べ
て
い
る
：「
映
画
製
作
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
映
画
製
作
に
か
か
る

程
度
の
金
が
か
か
る
の
は
当
然
さ
。
で
も
実
の
と
こ
ろ
英
国
は
、
ア
メ
リ
カ
式
の
や
り
方
に
半
分

取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
あ
っ
ち
（
英
国
）
の
映
画
は
こ
こ
（
ア
メ
リ
カ
）
ほ
ど
金
が
か

か
る
わ
け
で
は
な
い
け
ど
、
そ
れ
で
も
、
国
の
大
き
さ
と
、
取
り
返
せ
る
額
に
比
べ
て
金
が
か
か

り
す
ぎ
だ
」

51 

「
ど
ん
な
映
画
も
私
的
す
ぎ
る
は
ず
が
な
い
。
映
像
は
語
り
、
音
が
誇
張
し
解
説
す
る
。
長
さ
は

重
要
で
は
な
く
、
完
璧
さ
も
目
的
で
は
な
い
。
態
度
が
ス
タ
イ
ル
を
意
味
し
、
ス
タ
イ
ル
が
態
度

を
意
味
す
る
」（「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
よ
り
）

52 “A
nderson coined the term

 Free Cinem
a, a reference to the film

s having been m
ade free 

from
 the pressures of the boxoffice or the dem

ands of propaganda.”

53 M
om

m
a D

on’t Allow

（
一
九
五
六
）
カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
と
ト
ニ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
よ
る
ロ

ン
ド
ン
北
部
の
ジ
ャ
ズ
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
。

54 W
e Are the Lam

beth Boys

（
一
九
五
八
）
カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
に
よ
る
ロ
ン
ド
ン
南
部
の
ユ
ー
ス
ク

ラ
ブ
を
扱
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
。

55 W
alter Lassally

（
一
九
二
六
年
十
二
月
十
八
日
ド
イ
ツ
生
ま
れ
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
撮
影
監
督
。
五

〇
年
代
の
「
フ
リ
ー
・
シ
ネ
マ
」
運
動
に
参
加
し
「
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
イ
ヴ
」
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。

56 Saturday N
ight and Sunday M

orning

（
一
九
六
〇
）
カ
レ
ル
・
ラ
イ
ス
監
督
の
イ
ギ
リ
ス
映
画
。

57 

三
人
と
も
雑
誌
『
シ
ー
ク
エ
ン
ス
（Sequence

）』
と
『
サ
イ
ト
・
ア
ン
ド
・
サ
ウ
ン
ド
（Sight and 

Sound

）』 

の
主
要
人
物
で
あ
っ
た
。

58 Shelagh D
elaney

（
一
九
三
八
―
二
〇
一
一
）
戯
曲
『
蜜
の
味
』
は
十
八
才
の
時
の
作
品
で
あ
る
。

59 A Streetcar N
am

ed D
esire  

テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（Tennessee W

illiam
s

）
の
戯
曲
。
一
九

四
七
年
に
初
演
さ
れ
、
一
九
四
八
年
に
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
獲
得
し
た
。

60 https://en.w
ikipedia.org/w

iki/BFI_Top_100 _British_film
s

61 The W
ild O

ne

（
一
九
五
三
）
ラ
ズ
ロ
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
（László Benedek

）
監
督
の
ア
メ
リ
カ

映
画
。

62 

ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン
の
い
く
つ
か
の
セ
リ
フ
：

 
“I take a tip from

 the fishes, never bite unless the bait’s good. I w
on’t get m

arried till 

I’m
 good and ready.”

 
“T

hat’s w
hat all those silly law

s are for, to be broken by blokes like us.”

 
“I w

ork for the factory, incom
e tax and the insurance already, that’s enough for a bit. 

T
hey’re up you right, left and centre. A

fter they’ve skinned you dry you get called up 

to the arm
y and get shot to death.”

 
“M

am
 called m

e barm
y w

hen I told her I fell of a gasom
eter for a bet. But I’m

 not 

barm
y, I’m

 a fighting pit prop that w
ants a pint of beer, that’s m

e. But if any know
ing 

bastard says that’s m
e I’ll tell them

 I’m
 a dynam

ite dealer w
aiting to blow

 the factory 

to kingdom
 com

e. W
hatever people say I am

, that’s w
hat I’m

 not because they don’t 

know
 a bloody thing about m

e! G
od know

s w
hat I am

.”

 
“D

on’t let the bastards grind you dow
n!”

 
“I’m

 out for a good tim
e – all the rest is propaganda!”

63 

融
資
は
多
く
の
場
合
ア
メ
リ
カ
か
ら
で
あ
っ
た
。

64 Trainspotting

（
一
九
九
六
）
監
督
、
ダ
ニ
ー
・
ボ
イ
ル
（D

anny Boyle

）。

65 The Full M
onty

（
一
九
九
七
）
監
督
、
ピ
ー
タ
ー
・
カ
ッ
タ
ネ
オ
（Peter C

attaneo

）。

66 Brassed O
ff

（
一
九
九
六
）
監
督
、
マ
ー
ク
・
ハ
ー
マ
ン
（M

ark H
erm

an

）。
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