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世
界
に
お
け
る
一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
日
本
映
画
の
批
評
、

受
容
、
研
究
を
め
ぐ
っ
て

平
　
沢
　
　
　
剛

は
じ
め
に

　

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
日
本
映
画
へ
の
関

心
が
世
界
的
に
高
ま
っ
て
い
る
。
九
〇
年
代
か
ら
海
外
映
画
祭
な
ど
で
、

黒
沢
清
、
青
山
真
治
、
是
枝
裕
和
、
河
瀬
直
美
、
諏
訪
敦
彦
、
三
池
崇

志
、
塚
本
晋
也
、
園
子
温
ら
若
手
か
ら
中
堅
に
至
る
新
し
い
作
家
が
脚
光

を
浴
び
、
日
本
映
画
全
体
に
対
す
る
注
目
が
集
ま
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一

つ
だ
が
、
よ
り
大
き
な
背
景
と
し
て
は
、
現
代
史
の
転
換
点
と
定
義
さ
れ

る
一
九
六
八
年
を
中
心
と
し
た
「
政
治
の
季
節
」
に
対
す
る
世
界
的
な
再

評
価
、
再
検
証
の
潮
流
の
な
か
で
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
実
験
的
、
革

新
的
な
映
画
表
現
へ
の
関
心
の
広
が
り
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
始
ま
っ
た
松
竹
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
の
大
島

渚
、
吉
田
喜
重
、
篠
田
正
浩
を
中
心
に
、
今
村
昌
平
、
羽
仁
進
、
松
本

俊
夫
、
勅
使
河
原
宏
、
寺
山
修
司
、
若
松
孝
二
、
足
立
正
生
、
小
川
紳

介
、
土
本
典
昭
、
城
之
内
元
晴
、
飯
村
隆
彦
、
彼
ら
に
先
行
す
る
市
川
昆
、

増
村
保
造
、
鈴
木
清
順
、
中
平
康
ら
幅
広
い
意
味
で
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ

の
作
家
に
対
す
る
注
目
が
特
に
集
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
六
一
年
に
発
足

し
た
日
本
の
芸
術
映
画
専
門
劇
場
の
草
分
け
で
、
六
八
年
か
ら
制
作
も
開

始
し
た
日
本
ア
ー
ト
シ
ア
タ
ー
ギ
ル
ド
（
Ａ
Ｔ
Ｇ
）
の
作
品
、
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
、
実
験
映
画
か
ら
ピ
ン
ク
映
画
、
エ
ロ
グ
ロ
路
線
と
呼
称

さ
れ
た
東
映
の
成
人
映
画
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
映
画
ま
で
、
特
定
の
作
家
や

作
品
に
留
ま
ら
な
い
広
い
映
画
史
的
な
関
心
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
各
国

で
の
国
際
映
画
祭
、
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
で
の
特
集
上
映
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
発
売
の

み
な
ら
ず
、
関
連
の
研
究
、
学
術
会
議
の
開
催
、
書
籍
の
刊
行
な
ど
も
相

次
い
で
お
り
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
か
ら
行
な
わ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

近
代
美
術
館
に
お
け
る
五
十
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
及
ぶ
大
規
模
な
特
集
（A

rt 
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）
と
ハ
ー
バ
ー
ド
・
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
カ
イ
ブ
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
・
フ

ィ
ル
ム
ア
ー
カ
イ
ブ
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
に

お
け
る
関
連
特
集
は
、
一
つ
の
集
大
成
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
特
に
北
米
を
中
心
に
日
本
映
画
を
専
門
に
す
る

研
究
者
が
増
え
、
日
本
語
の
理
解
が
そ
の
前
提
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
ま
で
の
英
語
中
心
の
批
評
や
研
究
と
は
一
線
を
画
す
る
新
し
い
状
況

が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
映
画
祭
や
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
で
の
特

集
、
劇
場
公
開
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
よ
り

映
画
史
的
、
理
論
的
な
観
点
か
ら
作
家
や
作
品
が
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
潮
流
は
、
映
画
の
み
な
ら
ず
、
美
術
、
写
真
、

音
楽
、
文
学
に
も
渡
っ
て
い
る
た
め
、
今
後
も
更
な
る
広
が
り
を
期
待
で

き
る
が
、
一
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
に
よ
っ
て
、
評
価
さ
れ
る
作
家

や
作
品
、
批
評
、
受
容
の
文
脈
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
議
論
さ

れ
て
い
る
中
心
的
な
内
容
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
お
り
、
同
じ
作
家
、
作
品
、

ジ
ャ
ン
ル
を
対
象
に
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
横
断
的
な
議

論
が
ほ
と
ん
ど
行
え
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
映
画
の
分
野

だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
北
米
、
欧
州
、
ア
ジ
ア
、
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
と
い
っ
た
大
陸
を
越
え
た
相
互
交
流
は
容
易
で
は
な
く
、
中
心
的

な
言
語
と
し
て
英
語
が
突
出
し
て
い
る
と
い
う
課
題
も
依
然
と
し
て
大
き

く
存
在
し
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
世
界
的
な
再
評
価
が
進
ん
で
い
る
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
ニ
ュ

ー
ウ
ェ
ー
ブ
を
中
心
と
し
た
日
本
映
画
が
、
同
時
代
に
ど
の
よ
う
に
上
映

さ
れ
、
批
評
さ
れ
、
受
容
さ
れ
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
後
、
ど
の
よ

う
に
特
集
さ
れ
、
研
究
さ
れ
、
再
評
価
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
大
き
な
全

体
像
を
各
国
、
地
域
の
研
究
者
、
批
評
家
と
共
同
し
検
証
す
る
こ
と
で
、

日
本
映
画
を
め
ぐ
る
幅
広
い
国
際
的
議
論
の
た
め
の
基
盤
作
り
の
確
立
が

急
務
と
い
え
よ
う
。

　
現
状
の
課
題

　

一
九
六
〇
年
〜
七
〇
年
代
と
い
う
時
代
と
そ
の
文
化
を
捉
え
返
そ
う
と

い
う
潮
流
は
、
日
本
国
内
で
も
同
様
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
シ
ネ
マ
テ
ー

ク
や
名
画
座
で
の
特
集
上
映
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
Ｂ
Ｓ
・
Ｃ
Ｓ
で
の
放
映
、
作
家

や
批
評
家
の
論
集
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
書
、
研
究
者
に
よ
る
書
籍
の
刊
行
な

ど
も
続
い
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
海
外
で
関
心
が
高
ま
っ
て
い

る
と
は
い
え
、
国
内
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
数
と
は
圧
倒
的
な
差
異

が
あ
り
、
評
論
、
研
究
、
書
籍
の
量
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
国
内
の

研
究
や
再
評
価
が
海
外
で
の
動
き
に
直
結
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、

翻
訳
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
国
内
の
基
礎
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
充
分
に

い
か
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本

語
が
で
き
な
い
と
日
本
映
画
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
指
摘
し
た
い

わ
け
で
は
な
い
が
――
日
本
で
も
海
外
映
画
を
受
容
す
る
と
き
に
同
じ
よ

う
な
問
題
が
起
き
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
で
あ
ろ
う
――
し

か
し
作
家
の
発
言
や
同
時
代
の
優
れ
た
批
評
、
現
在
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど

顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
作
品
の
理
解
が
限
定
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
の
は
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紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
一
方
で
、
北
米
で
は
、
日
本
映
画
を
め
ぐ
る

映
画
理
論
の
蓄
積
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
同
時
代
の
映
画
雑
誌
に
数

多
く
の
重
要
な
日
本
映
画
の
批
評
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
語

に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る
た
め
、
英
語
圏
、
フ
ラ
ン

ス
語
圏
で
所
与
と
さ
れ
て
い
る
文
献
を
共
有
で
き
て
い
な
い
と
い
う
同
じ

よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
他
方
で
、
英
語
で
書
か
れ
、
国
際
的
に
流
通
し

て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
映
画
史
的
に
も
、
理
論
的
に
も
誤
謬
の
多
い
テ

ク
ス
ト
が
、
日
本
の
関
係
者
の
想
像
を
こ
え
て
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
弊
害
も
少
な
く
な
い
。
よ
っ
て
現
状
で
必
要
と
さ
れ

る
作
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
ど
の
作
家
の
ど
の
作
品
が
上
映
さ
れ

た
か
、
時
期
は
同
時
代
に
あ
る
い
は
時
代
が
経
過
し
て
か
ら
か
、
上
映
形

態
は
、
劇
場
公
開
、
映
画
祭
、
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
、
映
画
サ
ー
ク
ル
の
自
主

上
映
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
放
送
、
ビ
デ
オ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
販
売
か
、
そ
し
て
日

本
映
画
を
論
じ
る
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
の
重
要
な
批
評
、
理
論
、
研
究
に

は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
性
、
特
異

性
を
細
か
く
調
査
し
、
最
初
に
ま
ず
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
日
本
の
状
況
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
差
異
と
共
通
性
を

検
証
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

同
時
代
と
し
て
の
日
本
映
画
と
は

　

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
作
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
大
島
渚
は
、
世
界
的

に
最
も
知
ら
れ
て
い
る
日
本
映
画
監
督
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
日

本
映
画
の
国
際
的
な
評
価
は
、
黒
澤
明
『
羅
生
門
』（
51
）
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
国
際
映
画
祭
で
金
獅
子
賞
（
グ
ラ
ン
プ
リ
）
を
受
賞
し
た
こ
と
を
皮
切

り
に
、
溝
口
健
二
『
西
鶴
一
代
女
』（
52
）、『
雨
月
物
語
』（
53
）、『
山
椒

大
夫
』（
54
）
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
三
年
連
続
受
賞
を
果
た
し
、
更
に
、
衣

笠
貞
之
助
『
地
獄
門
』（
53
）
が
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
で
グ
ラ
ン
プ
リ
、
黒

澤
『
七
人
の
侍
』（
54
）
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
銀
獅
子
賞
を
受
賞
し
た
こ
と

で
、
大
き
く
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
三
大
映
画
祭
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
を
受
け
て
各
国
で
劇
場
公
開
、
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
で
の
上
映
、
特
集
な

ど
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
映
画
批
評
家
た
ち
が
様
々
な
媒
体
で
取
り
上
げ
、

研
究
者
た
ち
が
多
く
の
分
析
を
行
な
い
、
世
界
の
巨
匠
と
し
て
の
黒
澤
、

溝
口
の
世
界
的
な
地
位
は
不
動
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

日
本
映
画
史
的
に
振
り
返
る
と
、
一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
の
締
結
を
受
け
、
一
九
五
二
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
映
画
検
閲
が

廃
止
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
時
代
劇
の
撮
影
が
復
活
し
、
多

く
の
映
画
が
制
作
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
第
二
の
黄
金
時
代
と
呼
ば

れ
、
映
画
産
業
は
大
き
く
興
隆
し
、
一
九
五
八
年
に
は
、
映
画
観
客
動
員

数
が
十
一
億
二
千
七
四
五
万
人
に
達
し
、
日
本
映
画
界
が
、
最
も
多
く
の

観
客
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
、
一
九
六
〇
年
に
は
六
社
七
系
統
と
言
わ

れ
る
大
手
映
画
会
社
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
確
立
し
、
制
作
数
五
四
八

本
、
映
画
館
数
七
四
五
七
館
と
ピ
ー
ク
に
達
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
以
降
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
の
出
現
も
あ

っ
て
、
観
客
数
、
劇
場
数
は
減
少
の
一
途
を
辿
り
、
大
手
映
画
会
社
は
大

き
く
そ
の
規
模
を
縮
小
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
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松
竹
で
は
大
島
渚
が
『
愛
と
希
望
の
街
』（
59
）
で
、
篠
田
正
浩
が
『
恋
の

片
道
切
符
』（
60
）
で
、
吉
田
喜
重
が
『
ろ
く
で
な
し
』（
60
）
で
そ
れ
ぞ
れ

デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
フ
ォ
ー
、
ジ
ャ

ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ル
ら
若
く
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
監
督
た
ち
と
比

較
し
て
、
松
竹
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
潮
流
は
、
松
竹
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
大
手
以
外
の
映
画
界
に
も
同
時
に
起
き
て
い
た
。
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
映
画
の
羽
仁
進
、
松
本
俊
夫
、
芸
術
映
画
、
実
験
映
画
の
勅
使
河

原
宏
、
日
本
大
学
芸
術
学
部
映
画
研
究
会
ら
が
代
表
的
な
作
家
と
し
て
指

摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
先
駆
者
と
し
て
、
大
映
の
増
村
保
造
、

日
活
の
中
平
康
、
今
村
昌
平
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
新

し
い
映
画
が
、
日
本
映
画
の
代
表
と
し
て
国
際
的
に
送
り
出
さ
せ
る
機
会

は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
結
果
的
に
黒
澤
、
溝
口
に
つ
ぐ
新
し
い
作
家
、
作

品
が
国
際
的
に
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、

ド
イ
ツ
を
中
心
に
、
大
島
『
絞
死
刑
』（
68
）、
羽
仁
『
初
恋
・
地
獄
篇
』

（
68
）、
吉
田
『
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
』（
69
）
な
ど
が
一
気
に
紹
介
さ
れ
、
新
し

い
日
本
映
画
へ
の
世
界
的
な
関
心
が
一
気
に
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
黒
澤
や
溝
口
に
接
し
て
い
た
多
く
の
人
々
は
、
同
時
代
の
日
本

映
画
の
出
現
に
驚
愕
し
た
の
で
あ
っ
た
。
大
島
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
『
カ
イ

エ
・
デ
ュ
・
シ
ネ
マ
』、『
シ
ネ
マ
69
』
な
ど
の
重
要
な
映
画
雑
誌
が
相
次

い
で
日
本
映
画
特
集
を
組
ん
で
い
る
こ
と
を
受
け
て
こ
う
記
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
こ
う
し
た
日
本
映
画
ブ
ー
ム
は
、
か
つ
て
の
ク
ロ
サ
ワ
・
ブ
ー

ム
、
ミ
ゾ
グ
チ
ブ
ー
ム
以
後
、
こ
こ
十
年
あ
ま
り
が
空
白
で
あ
っ
た
こ
と

に
関
係
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
間
、
単
発
的
に
は
、
新
藤
、
小
林
、
市

川
、
羽
仁
、
勅
使
河
原
と
い
う
名
前
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
え
ら
れ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
は
ク
ロ
サ
ワ
、
ミ
ゾ
グ
チ
を
完
全
に
継
承
す
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
い
さ
さ
か
力
弱

か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
本
映
画
研
究

家
た
ち
は
、
オ
ズ
を
発
掘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
渇
を
い
や
し
て

い
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
十
年
間
、
い
ま
「
若
い
日
本
映
画
の
作
家
た
ち
」
と

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
驚
異
の
目
で
見
ら
れ
て
い
る
監
督
た
ち
は
、
す
で
に

日
本
映
画
の
第
一
線
に
立
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
い
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
批
評
家
の
驚
異
は
、
ま
ず
こ
れ
だ
け
の

重
要
な
作
家
が
な
ぜ
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
基
盤
に
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
作
家

た
ち
が
完
全
に
成
熟
し
た
形
で
彼
ら
の
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
驚

異
を
深
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
皮
肉
を
い
え
ば
、
海
外
に

紹
介
し
な
か
っ
た
日
本
映
画
界
の
事
情
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
十
年
の
空
白
の
の
ち
、
彼
ら
の
目
の
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
た

「
若
い
」
日
本
映
画
は
、
ク
ロ
サ
ワ
・
ミ
ゾ
グ
チ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

か
つ
て
の
日
本
映
画
を
継
承
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
は
っ
き
り

と
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
彼
ら
を
驚
嘆
さ
せ
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
か
つ
て
の
日
本
映
画
を
否
定
す
る
「
若
い
」
日
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本
映
画
は
、
日
本
映
画
と
し
て
の
特
殊
性
（
た
と
え
ば
、
時
代
劇
の
コ
ス

チ
ュ
ー
ム
、
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
）
に
よ
り
か
か
る
も
の
で
は
な
く
、
世
界

映
画
と
し
て
の
共
通
性
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
存
在
な
の
だ
。
そ
の
こ
と

に
気
付
い
た
時
、
か
つ
て
の
よ
う
に
日
本
映
画
研
究
家
だ
け
が
日
本
映
画

に
つ
い
て
書
く
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
批
評
家
が
日
本
映
画
を
論
じ
は

じ
め
た
の
で
あ
る
。

（
大
島
渚
「
若
い
日
本
映
画
の
出
発
点
」『
解
体
と
噴
出
』、
芳
賀
書
店
、

一
九
七
〇
年
、
二
二
一
―
二
二
二
頁
）

　

大
島
は
新
し
い
日
本
映
画
が
、
黒
澤
や
溝
口
と
は
異
な
り
、
同
時
代
の

日
本
映
画
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
的
確
に
指
摘
し
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
黒
澤
や
溝
口
が
優
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い

が
、
そ
れ
ら
が
芸
術
映
画
的
に
高
く
評
価
さ
れ
る
の
と
、
大
島
ら
の
映
画

が
受
け
入
ら
れ
て
い
く
の
は
ま
っ
た
く
位
相
が
異
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

一
九
六
八
年
を
中
心
と
す
る
世
界
的
な
激
動
期
の
な
か
で
、
大
島
や
吉
田

の
映
画
は
、
日
本
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
域
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
「
日
本

映
画
」
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
と
同
じ
世
界
の
政
治
、
社
会
問
題

を
共
有
す
る
同
時
代
的
な
映
画
と
し
て
国
際
的
に
受
入
れ
ら
れ
、
更
に
そ

こ
に
介
入
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
六
〇
年
代
後
半
に
至
る
ま
で
、
重

要
な
国
際
映
画
祭
へ
の
出
品
は
、
大
手
が
主
催
す
る
映
画
制
作
者
連
盟
が

代
表
作
品
を
選
考
し
、
映
画
祭
に
日
本
の
代
表
作
品
と
し
て
推
薦
す
る
と

い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
た
。
黒
澤
も
溝
口
も
日
本
を
代
表
す
る
ナ
シ
ョ

ナ
ル
シ
ネ
マ
と
し
て
出
品
さ
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

代
表
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
ネ
マ
で
は
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
大
手
映
画

会
社
に
属
し
な
が
ら
も
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
対
抗
し
て
い
た
大
島
ら
の
松
竹

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
が
同
時
代
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

大
島
も
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
羽
仁
『
充
た
さ
れ
た
生
活
』（
62
）、『
彼

女
と
彼
』（
63
）、
勅
使
河
原
『
砂
の
女
』（
64
）
な
ど
は
、
六
〇
年
代
半
ば

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
新
し
い
日
本
映
画
が
、
大
き
な
潮
流
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
く
に
は
、
も
う
少
し
時
間
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例

外
と
し
て
、
六
五
年
に
若
松
孝
二
『
壁
の
中
の
秘
事
』（
65
）
が
、
ベ
ル
リ

ン
国
際
映
画
祭
に
出
品
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
国
辱
映
画
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
、
大
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
巻
き
起
こ
し
た
。
映
連
が
推

薦
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
ネ
マ
を
押
し
の
け
て
、
ド
イ
ツ
の
配
給
会
社
経
由

で
出
品
さ
れ
た
低
予
算
の
ピ
ン
ク
映
画
が
、
日
本
映
画
の
代
表
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
で
、
日
本
政
府
に
よ
る
映
画
祭
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
ま
で
発
展

し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
壁
の
中
の
秘
事
』事
件
を
一
つ
の
契
機
に
、

六
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
大
手
に
よ
る
既
存
の
シ
ス
テ
ム
も
崩
れ
始
め
、

同
時
に
ま
た
カ
ン
ヌ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ベ
ル
リ
ン
と
い
っ
た
三
大
映
画

祭
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
ネ
マ
を
中
心
に
し
た
選
択
か
ら
変
化
し
、
グ
ラ
ン
プ

リ
を
選
ぶ
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
以
外
の
新
し
い
部
門
が
創
設
さ
れ
、
ま
た

小
さ
い
な
が
ら
野
心
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
新
し
い
映
画
祭
も
生
ま
れ

て
い
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
難
し
か
っ
た
革
新
的

な
映
画
や
欧
米
以
外
の
地
域
の
作
品
が
上
映
さ
れ
る
機
会
が
格
段
に
増
え

て
い
っ
た
。
既
存
の
体
制
に
対
す
る
意
義
申
し
立
て
が
行
な
わ
れ
た
六
八

年
前
後
の
世
界
的
な
政
治
状
況
が
、
映
画
界
に
も
影
響
を
与
え
た
の
だ
と
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言
え
よ
う
。

　

例
え
ば
、
海
外
に
お
け
る
日
本
映
画
特
集
と
し
て
画
期
を
成
し
た
六
九

年
の
フ
ラ
ン
ス
・
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
映
画
祭
で
は
、
大
島
『
飼
育
』（
61
）、

『
白
昼
の
通
り
魔
』(

66)

、
吉
田
『
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
』、
羽
仁
『
初
恋
地
獄

篇
』、
篠
田
『
暗
殺
』（
64
）、
藤
原
惟
繕
『
愛
の
渇
き
』（
66
）、
河
辺
和
夫

『
非
行
少
年
』（
64
）、
藤
田
繁
矢
（
敏
八
）『
非
行
少
年　

陽
の
出
の
叫
び
』

（
67
）、
浦
山
桐
郎
『
私
が
棄
て
た
女
』（
69
）、
今
村
昌
平
『
神
々
の
深
き

欲
望
』（
68
）、
鈴
木
清
順
『
殺
し
の
烙
印
』（
67
）
な
ど
が
ま
と
め
て
紹
介

さ
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
ペ
サ
ロ
映
画
祭
で
は
、
最
初
の
海
外
で
の
大
規
模

な
大
島
渚
特
集
に
加
え
て
、
翌
年
に
十
四
本
の
日
本
映
画
特
集
が
組
ま
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
映
画
祭
の
み
な
ら
ず
、
大
島
『
絞
死
刑
』、
吉
田
『
エ

ロ
ス
＋
虐
殺
』
の
パ
リ
公
開
を
皮
切
り
に
、
欧
州
の
都
市
で
多
く
の
作
品

が
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
批
評
的
な
広
が
り
も
得
て
い
く
こ
と
と
な
っ

た
。
当
初
、
大
島
は
『
絞
死
刑
』
を
、
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
の
フ
ィ
ル
ム

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
上
映
す
る
た
め
に
パ
リ
に
入
っ
た
の
だ
が
、
六
八
年
五
月

を
受
け
て
、
ゴ
ダ
ー
ル
、
ト
リ
フ
ォ
ー
ら
を
中
心
に
、
カ
ン
ヌ
映
画
祭
粉

砕
運
動
が
組
織
さ
れ
、
映
画
祭
は
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
う
し
た
状

況
の
な
か
で
、
日
本
国
家
に
よ
る
死
刑
制
度
、
在
日
朝
鮮
人
、
そ
れ
を
通

じ
た
日
本
の
東
ア
ジ
ア
の
侵
略
の
歴
史
と
い
っ
た
問
題
を
描
い
た
『
絞
死

刑
』
と
い
う
作
品
が
、「
五
月
」
を
闘
う
活
動
家
、
文
化
人
た
ち
に
支
持
さ

れ
、
公
開
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
八
月
十
八
日
の
三
時
か
ら
「
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
」
は
上
映
さ
れ
た
。
そ
し

て
映
画
が
終
わ
っ
た
と
き
、
私
達
の
予
想
は
み
ご
と
に
裏
切
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
途
中
で
帰
る
観
客
は
ひ
と
り
も
な
く
、
そ
の
上
に
私
が
理
解
に
苦

し
む
ほ
ど
、
観
客
の
異
様
に
強
い
反
応
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
作
家
が
会
場

に
参
加
し
て
い
る
場
合
、
上
映
後
に
観
客
と
討
論
し
あ
う
時
間
が
作
ら
れ

て
あ
る
の
だ
が
、
私
は
幾
つ
も
の
連
続
し
た
質
問
を
浴
び
な
が
ら
、「
エ

ロ
ス
＋
虐
殺
」
が
単
に
極
東
と
い
う
孤
独
な
国
か
ら
送
ら
れ
た
こ
と
か
ら

連
想
さ
れ
る
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
と
し
て
で
は
な
く
、
大
杉
達
の
思
想
と
現
代

の
対
話
か
ら
、
私
達
が
抱
え
こ
ん
で
い
る
自
由
と
そ
の
不
自
由
の
モ
チ
ー

フ
を
、
観
客
が
映
画
の
な
か
か
ら
正
確
に
受
け
と
め
て
い
る
の
を
知
っ
て
、

私
自
身
奇
異
な
感
じ
も
し
、
戸
惑
っ
た
の
で
あ
る
。

（
吉
田
喜
重
「
イ
メ
ー
ジ
の
非
対
応
を
い
か
に
の
り
こ
え
る
か
」『
見
る
こ

と
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
』
仮
面
社
、
一
九
七
一
年
、
八
一
頁
）

　

吉
田
は
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
映
画
祭
の
上
映
に
つ
い
て
こ
う
記
し
て
い
る
。

映
画
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
日
本
が
近
代
化
の
過
程
で
隠
蔽
し
て
き
た

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
大
杉
栄
の
思
想
と
そ
の
虐
殺
事
件
と
現
代
の
対
話
と
い
う

あ
ま
り
に
日
本
的
な
主
題
で
あ
り
、
ま
た
三
時
間
を
越
え
る
作
品
で
あ
っ

た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
観
客
の
反
応
を
ま
っ
た
く
予
想
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
結
果
的
に
は
、『
絞
死
刑
』
と
同
様
に
日
本

国
内
と
変
わ
ら
な
い
高
い
評
価
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
上
映

や
公
開
準
備
の
た
め
に
、
実
際
に
監
督
た
ち
が
欧
州
に
頻
繁
に
足
を
運
び
、

積
極
的
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
、
批
評
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
映
画

関
係
者
と
議
論
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
も
、
作
品
の
理
解
に
お
い
て
極
め
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て
重
要
で
あ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
島
や
吉
田
の
場
合
、
現

地
で
ど
の
よ
う
に
批
評
、
公
開
さ
れ
、
観
客
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
ら
れ

た
か
も
含
め
て
、
多
く
の
文
章
を
残
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の

観
客
は
、
国
内
で
彼
ら
の
作
品
を
見
る
と
と
も
に
、
世
界
に
お
い
て
そ
れ

ら
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
同
時
代
的
に
知
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
更
に
は
、『
映
画
評
論
』、『
映
画
芸
術
』、『
キ

ネ
マ
旬
報
』、
あ
る
い
は
『
季
刊
フ
ィ
ル
ム
』、
第
二
次
『
映
画
批
評
』
と

い
っ
た
雑
誌
で
主
要
な
批
評
が
翻
訳
さ
れ
、
多
く
は
な
い
も
の
の
日
本
の

批
評
も
諸
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。
ま
た
松
田
政
男
、
佐
藤
忠
男
と
い
っ
た
日
本
の
映
画
評
論
家
ら
も
海

外
向
け
に
大
島
映
画
の
批
評
を
発
表
し
、
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
大

島
映
画
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
や
歴
史
性
を
伝
え
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。
現
在
は
、
海
外
に
お
け
る
批
評
や
論
文
を
手
に
取
る
こ

と
が
容
易
で
あ
る
が
、
同
時
代
的
に
作
品
や
そ
の
批
評
、
受
容
を
共
有
す

る
と
い
う
感
覚
は
、
六
〇
年
代
後
半
の
方
が
は
る
か
に
高
か
っ
た
の
で
あ

る
。

日
本
映
画
の
テ
ク
ス
ト
：
海
外
の
状
況

　

こ
う
し
て
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
半
ば
に
多
く
の
新
し
い
日
本

映
画
が
紹
介
さ
れ
、
更
に
フ
ラ
ン
ス
資
本
で
撮
ら
れ
た
大
島
『
愛
の
コ
リ

ー
ダ
』（
76
）
の
世
界
的
な
大
ヒ
ッ
ト
な
ど
で
関
心
は
更
に
高
ま
り
、
フ
ラ

ン
ス
語
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
な
ど
で
、
大
島
を
中
心
と
し

た
新
し
い
日
本
映
画
に
つ
い
て
の
書
籍
、
理
論
書
が
、
次
々
と
刊
行
さ
れ

て
い
く
。
六
八
年
の
影
響
を
受
け
、
慣
習
的
な
人
文
研
究
へ
の
批
判
と
し

て
、
北
米
を
中
心
に
新
し
い
映
画
研
究
、
映
画
学
が
始
ま
っ
て
い
く
が
、

そ
の
な
か
で
日
本
映
画
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
や
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
映
画
中
心
主
義
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
日
本
映
画

を
積
極
的
に
位
置
づ
け
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
精
神
分
析
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

に
依
拠
し
な
が
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
傾
向
が
強
か

っ
た
た
め
、
現
在
か
ら
読
み
直
す
と
多
く
の
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
が
、

日
本
映
画
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
論
じ
よ
う
と
す
る
意
図
は
お
お
い
に
参
照

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
論
じ

ら
れ
る
重
要
な
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
た
の
が
、
大
島
映
画
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
諸
理
論
は
、
北
米
圏
の
日
本
映
画
研
究
の
な
か
で
重
要
な
基
礎
文
献

と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
最
初
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
多
く
が
日

本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多
国
間
で
相
互
に
参
照
さ
れ
る
こ
と
も
稀

で
あ
る
。
逆
に
、
日
本
映
画
論
と
し
て
歴
史
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
テ
ク

ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
日
本
語
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
が
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
。

あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
各
地
で
最
も
参
照
さ
れ
て
い
る

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
、
批
評
家
が
自
ら
の
言
語
で
書
い
た
理
論
書
、

研
究
書
で
あ
る
。
大
島
の
場
合
、
大
島
自
身
に
よ
っ
て
日
本
語
で
書
か
れ

た
文
章
が
、
多
く
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
共
有
す
る

こ
と
が
で
き
る
例
外
的
な
存
在
と
言
え
る
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
な
る
と
、

国
内
と
国
外
で
の
発
言
内
容
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い

た
め
、
ま
た
日
本
語
以
外
で
答
え
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
、
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英
語
圏
で
中
心
と
さ
れ
て
い
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
日
本
の
そ
れ
を
ま
っ
た

く
同
一
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

個
人
的
な
経
験
で
言
え
ば
、
四
方
田
犬
彦
と
の
共
同
編
集
と
し
て
『
大

島
渚
著
作
集
１
〜
４
』（
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
八
〜
〇
九
年
）、
あ
る

い
は
編
者
と
し
て
『
若
松
孝
二
全
発
言
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
〇

年
）
を
ま
と
め
た
際
、
海
外
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
掲
載
の
可
能
性
も
検
討
し

た
が
、
枚
数
や
諸
外
国
の
文
献
調
査
に
時
間
が
必
要
と
な
る
た
め
実
現
し

な
か
っ
た
。
将
来
的
に
は
、
現
地
の
研
究
者
と
共
同
し
て
、
各
地
で
行
な

わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
詳
細
に
調
べ
、
主
要
な
も
の
を
一
冊
に
ま
と
め

る
作
業
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
各
地
の
主
要
論
文
、
批
評

を
一
冊
に
ま
と
め
て
翻
訳
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
同
様
に
日
本
の

書
籍
の
各
言
語
で
の
翻
訳
刊
行
も
検
討
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
筆
者

が
関
わ
っ
て
い
る
範
囲
で
は
、
二
〇
一
〇
年
に
若
松
孝
二
の
発
言
と
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
たK

oji W
a

ka
m

a
tsu

 C
in

ea
st la

 R
evolte

（IM
H

O
, 2010

）
を
編
纂
し
、
足
立
正
生
の
映
画
理
論
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、

ニ
コ
ル
・
ブ
ル
ネ
ー
ズ
と
筆
者
の
論
文
を
ス
ペ
イ
ン
語
と
英
語
で
ま
と

め
たM

a
sa

o A
d

a
ch

i  (U
N

A
M

, 2012

）、
同
じ
く
ブ
ル
ネ
ー
ズ
と
筆

者
で
編
纂
し
た
足
立
の
理
論
集Le bu

s d
e la

 révolu
tion

 pa
ssera

 

bien
tôt près d

e ch
ez toi : E

crits su
r le cin

ém
a

, la
 gu

érilla
 

et l’a
va

n
t-ga

rd
e (1

9
6
3
-2

0
1
0
)

（R
o
u
ge P

ro
fo

u
n
d
, 2012

）
が
、

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
大
島
以
外
に
発
言
集
が
刊
行
さ
れ
る
作

家
は
珍
し
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に
よ
る
出
版
企
画
、
編
纂
、

翻
訳
と
い
っ
た
地
道
な
作
業
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
各
地
の
研
究
、
分

析
の
精
度
が
格
段
に
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
近
く
吉

田
喜
重
の
書
籍
も
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
日

本
の
主
要
な
映
画
理
論
や
批
評
を
ま
と
め
て
翻
訳
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も

進
行
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
美
術
の
分
野
で
は
、
戦
後
日
本
美
術
の

理
論
集
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
が
二
〇
一
三
年
初
頭
に
予
定
し
て

い
る
た
め
、
映
画
に
お
い
て
も
、
一
日
も
早
い
刊
行
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
翻
訳
は
、
個
人
の
論
文
や
書
籍
に
比
べ
て
業
績
に
な
り
づ
ら
い

と
い
っ
た
学
際
の
評
価
の
シ
ス
テ
ム
に
大
き
な
問
題
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
間
や
事
情
に
合
わ
せ
て
、
研
究
者
同
士
で
作
業
を
分
担
す
る
こ
と

で
解
決
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
大
島
渚
の
再
評
価

　

同
時
代
の
評
価
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
が
、
更
に
こ
こ
数
年
で
、

大
島
の
世
界
的
な
再
評
価
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
国
内
で
は
、
二
〇
〇
八

年
か
ら
始
ま
っ
た
Ａ
Ｔ
Ｇ
時
代
を
中
心
に
し
た
ニ
ュ
ー
マ
ス
タ
ー
に
よ
る

Ｄ
Ｖ
Ｄ
―

Ｂ
Ｏ
Ｘ
の
発
売
、
全
四
巻
の
発
言
集
の
刊
行
を
大
き
な
契
機
と

し
て
、
二
〇
一
〇
年
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
で
特
集
が

企
画
さ
れ
、
四
方
田
『
大
島
渚
と
日
本
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
が

刊
行
さ
れ
た
。
海
外
で
は
、
カ
ナ
ダ
の
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
・
オ
ン
タ
リ
オ
の

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ク
ァ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
八

年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
際
映
画
祭
を
皮
切
り
に
、
十
四
箇
所
に
渡
る
北
米

ツ
ア
ー
が
開
始
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
フ
ィ
ル
ム
イ
ン
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ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
ム
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
な
ど
を
経
て
、
十
一
月
に
は
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ノ
で
は
、
Ｔ
Ｖ
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
短
編
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
作
品
を
含
め
た
世
界
最
大
規
模

の
特
集
が
開
催
さ
れ
た
。
ト
リ
ノ
で
は
、
一
連
の
世
界
で
の
特
集
上
映
、

研
究
状
況
を
整
理
し
、
議
論
す
る
た
め
に
、
大
島
渚
に
つ
い
て
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
特
集
で
は
、
初
日
に
各
地
の
批

評
家
、
研
究
者
に
よ
る
講
演
や
作
品
解
説
が
あ
っ
た
程
度
で
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
と
い
う
の
は
始
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
。

　

映
画
祭
の
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
の
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
フ
ラ
ン
シ
ア
・
デ
ィ
チ
ェ

ッ
レ
、
ア
ン
ナ
・
マ
リ
ア
・
マ
ッ
ツ
ォ
ー
ネ
を
司
会
に
、
七
〇
年
代
の
ペ

サ
ロ
映
画
祭
で
大
島
特
集
を
企
画
し
た
映
画
史
家
の
ア
ド
リ
ア
ー
ノ
・
ア

プ
ラ
、
ク
ァ
ン
ト
、
日
本
か
ら
Ｔ
Ｖ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
研
究
者
の
濱
崎

好
治
、
そ
れ
か
ら
筆
者
が
参
加
し
た
。
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
と
い
う
概

念
を
鍵
と
し
て
、
松
竹
時
代
か
ら
独
立
後
の
創
造
社
の
設
立
、
Ｔ
Ｖ
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
の
関
わ
り
、
Ａ
Ｔ
Ｇ
時
代
か
ら
現
在
ま
で
が
論
じ
ら

れ
た
。
ま
た
、
こ
の
間
の
特
集
上
映
の
経
緯
や
Ｔ
Ｖ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
を
含
め
た
今
回
の
特
集
の
意
義
に
つ
い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
、
テ
レ

ビ
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
大
島
渚
に
つ
い
て
も
紹
介
も
な
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
に
先
立
っ
て
、イ
タ
リ
ア
語
の
書
籍N

a
gisa

 O
sh

im
a

 （Il 
C
asto

ro
, 2009

）
が
刊
行
さ
れ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ソ
ク
ー
ロ
フ
と

の
対
話
、
大
島
自
身
の
論
考
の
翻
訳
、
若
松
孝
二
、
北
野
武
、
崔
洋
一
、

田
原
総
一
朗
と
い
っ
た
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
各
国
の
研
究
者
に

よ
る
論
考
な
ど
が
収
録
さ
れ
た
。
大
島
の
発
言
は
、
各
言
語
で
翻
訳
、
刊

行
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
関
係
者
、
研
究
者
を
含
め
た
国
際
的
な
共
同

作
業
と
し
て
は
、
ト
リ
ノ
の
書
籍
が
ほ
と
ん
ど
初
め
て
だ
っ
た
と
言
え
る
。

今
後
の
積
極
的
な
国
際
的
議
論
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
、
ト
リ
ノ
の
果
た

し
た
役
割
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
網
羅
的
に
大
島
を
検
証
し
た
こ

と
で
、
逆
に
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
欧
米
で
は
や
は
り
Ａ
Ｔ
Ｇ
時
代
の
作
品
の
評
価
が
高
く
、
松
竹
時

代
、
あ
る
い
は
独
立
後
の
創
造
社
初
期
の
作
品
は
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
論

じ
ら
れ
る
機
会
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。
特
に
欧
州
で
は
『
絞
死
刑
』
以

降
の
大
島
を
「
発
見
」
し
て
き
た
と
い
う
強
い
自
負
も
あ
る
た
め
、
そ
れ

以
前
の
作
品
は
、『
絞
死
刑
』、『
少
年
』（
69
）、『
新
宿
泥
棒
日
記
』（
69
）、

『
東
京
戦
争
戦
後
秘
話
』（
70
）、『
儀
式
』（
71
）
と
い
っ
た
Ａ
Ｔ
Ｇ
作
品
に

向
か
う
準
備
期
間
と
い
っ
た
認
識
が
強
い
よ
う
だ
。
現
在
の
再
評
価
に
お

い
て
も
そ
の
影
響
を
残
す
ほ
ど
、
最
初
に
見
ら
れ
た
大
島
、
吉
田
作
品
の

衝
撃
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
が
、
日
本
国
内
で

は
、
松
竹
時
代
の
作
品
の
重
要
性
は
言
う
に
及
ば
ず
、
松
竹
か
ら
独
立
し

て
創
造
社
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
苦
難
の
な
か
で
送
り
出
さ
れ
た
創
造
社
の

『
飼
育
』（
62
）
な
ど
の
初
期
作
品
か
ら
Ｔ
Ｖ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、『
白
昼

の
通
り
魔
』
と
い
っ
た
松
竹
と
の
提
携
作
品
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な

役
割
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
逆
説
的
に
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
Ｂ
Ｃ

級
戦
犯
の
問
題
を
扱
っ
た
『
忘
れ
ら
れ
た
皇
軍
』（
63
）、
韓
国
の
少
年
た

ち
の
ス
チ
ー
ル
で
構
成
さ
れ
た
短
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
ユ
ン
ボ
ギ
の

日
記
』（
65
）、
紀
元
節
の
復
活
か
ら
天
皇
制
、
日
本
国
家
の
問
題
を
す
る

ど
く
抉
っ
た
『
日
本
春
歌
考
』（
67
）
か
ら
の
連
続
性
を
抜
き
に
し
て
、
Ａ
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Ｔ
Ｇ
時
代
の
作
品
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、『
絞
死
刑
』

を
中
心
に
、
七
〇
年
前
後
の
大
島
作
品
の
評
価
が
高
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
る

言
説
が
大
島
を
め
ぐ
る
規カ
ノ
ン範

を
形
成
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以
外
の
時
代

を
歴
史
的
に
捉
え
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
国
外
は
お
ろ
か
、

国
内
で
も
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
Ｔ
Ｖ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
も
数
多
く
上
映
さ
れ
た
た
め
、
新
し
い
研
究
の
必
要
性
を
示
し
た
形
で

は
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
短
い
期
間
で
そ
の
重
要
性
を
共
有
す
る
に
は

至
ら
な
か
っ
た
。

　

他
方
で
、
欧
米
か
ら
東
ア
ジ
ア
に
目
を
向
け
る
と
、
中
国
で
は
政
治

的
、
性
的
な
描
写
に
触
れ
る
Ａ
Ｔ
Ｇ
作
品
の
上
映
は
難
し
く
、
中
国
で
大

島
と
い
っ
た
と
き
に
は
、
主
に
松
竹
時
代
の
作
品
が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
韓
国
で
は
、
九
七
年
ま
で
公
式
的
に
日
本
映
画
の
上
映
が
禁
止
さ
れ

て
い
た
た
め
、
民
主
化
闘
争
時
代
に
は
、
地
下
の
自
主
サ
ー
ク
ル
上
映
な

ど
で
盛
ん
に
上
映
が
行
な
わ
れ
、
ビ
デ
オ
で
海
賊
版
が
出
回
っ
て
い
た
と

さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
代
に
そ
れ
を
上
映
し
、
広
く
論
じ
る
こ
と
は
出
来

な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
ア
ン
ニ
、
キ
ム
・
ソ
ン
ウ
ク
の
論
文
に
詳
し
い
が

中
国
に
と
っ
て
大
島
映
画
と
言
う
と
、
松
竹
時
代
が
想
定
さ
れ
、
韓
国
で

は
、
大
島
渚
と
い
う
既
に
評
価
が
定
ま
っ
た
世
界
的
な
巨
匠
監
督
を
回
顧

的
に
、
研
究
的
に
論
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
国
家

の
戦
争
責
任
、
在
日
朝
鮮
人
を
中
心
に
東
ア
ジ
ア
の
問
題
に
対
峙
し
て
き

た
大
島
は
、
欧
米
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
尊
敬
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が
、

同
時
代
的
な
言
説
と
は
や
は
り
違
う
位
相
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

大
島
か
ら
少
し
離
れ
る
と
、
マ
リ
オ
・
ピ
エ
ド
ラ
の
論
文
に
詳
し
い

が
、
キ
ュ
ー
バ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
に
お
い
て
大
島
、
吉
田
で
は
な

く
、
黒
木
和
雄
『
と
べ
な
い
沈
黙
』（
66
）が
一
般
公
開
さ
れ
、
の
ち
に
黒
木

が
キ
ュ
ー
バ
と
の
共
同
製
作
に
招
か
れ
『
キ
ュ
ー
バ
の
恋
人
』（
69
）
を
送

り
出
す
が
―
―
政
治
的
な
理
由
で
、
現
地
で
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
―
―
、

一
方
で
最
も
人
気
が
あ
っ
た
の
が
、『
座
頭
市
』
シ
リ
ー
ズ
の
勝
新
太
郎

で
、
革
命
的
な
ア
イ
コ
ン
と
し
て
市
と
い
う
ダ
ー
ク
ヒ
ー
ロ
ー
が
支
持
を

得
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
映
画
が
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
と
異
な
っ
た

映
画
産
業
、
映
画
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
と
い
う
意
味
で
、
日
本
映
画
、

あ
る
い
は
そ
の
巨
匠
た
る
黒
澤
、
溝
口
が
、
共
産
、
社
会
主
義
圏
、
第
三

世
界
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
お

り
、
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
は
、
黒
澤
を
革
命
的
な
映
画
作
家
と
し
て
評

価
し
て
い
る
の
だ
が
、
大
衆
的
に
は
市
が
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
筆
者
が
二
〇
一
二
年
三
月
に
、
キ
ュ
ー
バ
の
ハ
バ
ナ
国
際
映
画
テ
レ

ビ
学
校
（
Ｅ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｖ
）、
キ
ュ
ー
バ
映
画
芸
術
産
業
庁
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｉ
Ｃ
）

の
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
で
、
六
〇
年
代
の
日
本
映
画
に
つ
い
て
の
講
演
を
し
た

際
、
大
島
、
吉
田
、
若
松
、
足
立
、
寺
山
や
政
治
的
な
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
、
実
験
映
画
を
紹
介
し
た
が
、
上
映
さ
れ
て
い
な
い
作
品
が
ほ
と
ん
ど

で
、
す
べ
て
が
驚
き
を
持
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。
関
係
者
か
ら
は
、

六
〇
年
代
の
日
本
映
画
は
、
同
時
代
の
キ
ュ
ー
バ
映
画
よ
り
革
命
的
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
革
命
キ

ュ
ー
バ
で
、
大
島
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ

が
、
実
際
に
は
『
絞
死
刑
』
な
ど
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
他
方
で
、
政
治
的
な
繋
が
り
か
ら
共
産
党
系
の
作
家
が
紹
介
さ
れ
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て
い
た
よ
う
だ
が
、
旧
東
欧
圏
で
多
く
の
作
品
が
公
開
さ
れ
て
い
た
の
と

異
な
り
、
黒
澤
、
座
頭
市
、
小
林
正
樹
『
切
腹
』（
62
）
と
い
っ
た
あ
る
種
、

娯
楽
的
な
作
品
が
よ
り
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
よ
っ
て
各
地

の
研
究
者
は
、
作
品
で
あ
れ
言
説
で
あ
れ
、
欠
落
し
て
い
る
部
分
を
埋
め

る
作
業
を
各
地
で
行
な
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
具
体
的
な
各
地
の
事
例
は
、
同
じ
作
家
、
作
品
で
あ
っ
た
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
、
そ
の
受
容
や
評
価
の
文
脈
が
ま
っ

た
く
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
細
か
い
検
証
が
必
要
な
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

最
後
に

　

二
〇
〇
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
国
際
映
画
祭
で
の
Ａ
Ｔ
Ｇ
特
集
を
皮
切
り
に
、

従
来
の
作
家
主
義
で
は
な
い
新
し
い
日
本
映
画
の
再
評
価
が
体
系
的
に
始

ま
っ
て
い
っ
た
。
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ド
メ
ー
ニ
グ
が
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
と
し
て

シ
ネ
マ
テ
ー
ク
で
の
上
映
を
企
画
し
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
と
の
共
同
で
の
学

術
的
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
当
時
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
同
時
代
を
知
る

批
評
家
か
ら
若
手
研
究
者
ま
で
の
論
文
、
各
作
品
の
詳
細
な
解
説
を
ま
と

め
た
カ
タ
ロ
グ
を
編
纂
し
た
。
そ
の
後
、
ベ
ル
リ
ン
、
ケ
ル
ン
、
ソ
ウ
ル
、

全
州
と
巡
回
し
、
上
映
、
学
会
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
出
版
の
三
つ
を

総
合
的
に
組
み
合
わ
せ
た
ス
タ
イ
ル
が
、
そ
の
後
の
国
際
的
な
日
本
映
画

研
究
の
方
向
を
決
定
し
た
と
言
え
る
。
そ
れ
ま
で
の
特
集
上
映
は
、
映
画

上
映
の
み
で
あ
っ
た
り
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
研
究
者
が
上
映
前
に
作
品
の

簡
単
な
解
説
を
行
な
う
の
が
通
常
で
、
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
出
版
も

含
め
な
が
ら
、
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
は
非
常
に

珍
し
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

二
〇
一
一
年
度
か
ら
、
ド
メ
ー
ニ
グ
と
筆
者
で
、
Ａ
Ｔ
Ｇ
特
集
を
中
心

に
、
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
実
験
映
画
特
集
を
平
行
し
な
が
ら
、
パ
リ
、
ロ

ン
ド
ン
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
、
ボ
ス
ト
ン
、
ロ
ー
マ
、
オ
ス
ロ
、
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
と
巡
回
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
立
映
画
学
校
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
ベ

ー
ク
ベ
ッ
ク
校
、
マ
ッ
ギ
ー
ル
大
学
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
大
学
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
な
ど
各
地
の
大
学
で
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
学
会
も
企
画
し
、
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
日
本
映
画
研
究
の

問
題
点
に
つ
い
て
の
議
論
を
深
め
て
い
っ
た
。
二
〇
一
三
年
度
は
先
に
挙

げ
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
で
の
Ａ
Ｔ
Ｇ
と
実
験
映
画
、
ア
ン

ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
映
画
の
大
規
模
な
特
集
が
開
催
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
各
地

の
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
や
大
学
を
巡
回
予
定
で
あ
る
。
同
時
に
、
羽
仁
進
、
足

立
正
生
特
集
な
ど
も
平
行
し
て
行
な
わ
れ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
大
学
、
プ
ラ
ッ
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
、

イ
エ
ー
ル
大
学
、
バ
ー
ク
レ
ー
校
、
シ
カ
ゴ
大
学
な
ど
で
関
連
の
学
会
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
講
演
会
な
ど
も
企
画
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
近
代
美
術
館
で
は
、
日
本
の
戦
後
前
衛
美
術
展
（To

k
yo

 1955–1970: 

A
 N

ew
 A

van
t-G

ard
e

）
も
同
時
に
開
催
さ
れ
る
た
め
、
映
画
の
み
な
ら

ず
、
美
術
、
写
真
、
音
楽
、
デ
ザ
イ
ン
と
映
画
の
比
較
、
前
衛
芸
術
運
動

の
全
体
像
も
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
触
れ
て
来
た
よ
う
に
、
一
言
で
六
〇
〜
七
〇
年
代
日
本
映
画
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の
批
評
、
受
容
、
研
究
の
調
査
と
い
っ
て
も
、
地
域
、
言
語
、
時
代
が
多

岐
に
渡
る
た
め
、
そ
の
作
業
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
各
地
の
研
究
者
が
継
続
し
て
様
々
な
場
所
で
集
い
、
そ
れ
ぞ
れ

の
具
体
的
な
調
査
報
告
を
も
と
に
議
論
し
、
自
ら
が
所
与
と
し
て
い
る
理

論
、
歴
史
観
、
あ
る
い
は
言
語
を
一
度
括
弧
に
く
く
り
、
現
在
の
問
題
を

お
互
い
に
共
有
し
て
い
く
こ
と
で
、
国
際
的
な
研
究
の
た
め
の
基
盤
作
り

の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
映
画
研
究
の
幅
が
飛
躍
的
に
広

が
っ
て
き
た
現
在
に
お
い
て
は
、
同
時
代
の
美
術
、
写
真
、
音
楽
、
デ
ザ

イ
ン
、
演
劇
、
文
学
と
い
っ
た
他
ジ
ャ
ン
ル
と
の
横
断
性
の
検
証
、
あ
る

い
は
そ
れ
ら
の
時
代
的
背
景
と
し
て
政
治
史
、
思
想
史
、
運
動
史
な
ど
比

較
研
究
も
積
極
的
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史

的
に
、
理
論
的
に
、
よ
り
豊
か
な
日
本
映
画
研
究
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と

を
切
に
願
い
た
い
。


