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映
画
誕
生
百
年
を
迎
え
、

日
本
映
画
の
今
後
を

t
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映
画
の
道
に
入
る
き
っ
か
け
一
―

山
田
き
ょ
う
は
座
談
会
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
っ
そ
く
で
す
が
、
ま
ず
最
初
に
、
皆
さ
ん
方
炉
ど
う
い

う
い
き
さ
つ
で
映
画
に
か
か
わ
っ
た
か
を
お
伺
い
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
初
め
に
草
壁
先
生

r

い
か
が
で
す
か
。

草
壁
私
は
中
学
の
頃
か
ら
映
画
少
年
で
し
て
、
学
校
の
先

生
の
目
を
避
け
な
び
ら

r

も
ぐ
り
で
映
画
館
に
入
り
び
た
っ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
映
画
館
の
発
行
す
る
小
さ
な
リ
ー
フ

レ
2

卜
の
投
書
欄
に
た
び
た
び
投
書
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

本
当
は
映
画
の
現
場
に
行
き
た
い
と
い
う
夢
を
持
っ
て
い

ま
し
た
が
、
在
学
中
に
身
体
を
壊
し
た
こ
と
も
あ
り
、
結
局
、

興振O
っ
た
の
か
、
一
年
の
研
究
の
後
、
映
画
が
大
好
き
に
な
っ
て
、

札
そ
の
ま
ま
東
宝
に
入
社
し
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

士
ェ
製
作
本
部
で
は
大
学
時
代
と
同
じ
、

9

映
画
界
と
競
客
の
関

oo係
を
調
査
研
究
す
る
も
の
で
映
画
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
リ
サ

圃
ー
チ
と
し
て
、
先
駆
け
的
な
仕
事
で
し
た
。

そ
の
う
ち
に
自
分
で
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
た
り
映
画
を
作
っ

念B
 

-I

―-a 

た
り
し
た
く
な
っ
た
の
で
す
が

r

女
性
は
助
監
督
に
採
用
し

年百生
て
い
た
だ
け
な
い
時
代
で
し
た
の
で
、
パ
リ
に
行
き
、
映
画

誕画
大
学
イ
デ
ッ
ク
の
監
督
科
へ
留
学
し
た
と
い
う
経
緯
で
す
。

映

山
田
篠
田
監
督
は
い
か
が
で
す
か
。

篠
田
大
学
時
代
は
長
距
離
を
や
っ
て
い
ま
し
て
、
箱
根
駅

伝
で
は
二
区
を
走
っ
て
い
ま
し
た
。

山
田
そ
れ
で
は
何
で
映
画
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

品田雄吉翠画評論家

裔田正浩・映画監督

高野恢手。岩波ホール総支配人

（司会）山田友治・文化庁芸術文化課
主任芸術文化調査官
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す
カ

篠
田

箱
根
駅
伝
に
出
る
た
め
に
、

闘
タヽ

大
竺
笠
業
後
は
毎
日
新
聞
社
に
入
社
し
ま
し
た
。
新
閃
社
に

入
社
し
て
も
、
映
画
青
年
と
し
て
の
夢
は
さ
め
ず
、
新
し
い

赴
任
地
へ
行
く
た
び
に
同
志
を
集
め
て
シ
ネ
タ
ラ
ブ
を
作
っ

た
り
し
て
い
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
九
州
の
支
局
に
い
る
と
き
、
新
聞
に
映
画
評
を

書
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
自
分
の
気
持
ち
が
映
画
の

ほ
う
へ
と
は
っ
き
り
固
ま
っ
た
の
で
す
。
以
来
、
「
サ
ン
デ
ー

毎
日
」
の
映
画
担
当
か
ら
学
芸
部
へ
と
映
画
の
専
門
記
者
に

な
る
こ
と
を
目
標
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

山
田
高
野
先
生
は
、
い
か
が
で
す
か
。

高
野
大
学
二
年
生
の
と
き
に
、
社
会
心
理
学
の
授
業
で
映

酉
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
指
導
教
授
か

ら
テ
ー
マ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
日
本
の
映
画
状

況
が
大
変
す
ば
ら
し
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
映
像
と
性
が
合

ロ
ー
ド
レ
ー
ス
に
出
て

寅
京
の
街
の
中
を
走
っ
て
み
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
風
景
が

全
部
流
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
あ
る
時
、
街
を
走
っ
て
い
る

車
の
助
手
席
で
た
ば
こ
を
ふ
か
し
て
る
女
性
の
マ
ニ
キ
ュ
ア

と
口
紅
の
赤
色
が
同
じ
系
統
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
ん
で

す
。
一
瞬
の
間
に
こ
の
情
景
を
見
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
非

常
に
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
画
廊
や
美
術
餡
ヘ

行
っ
て
絵
を
見
た
後
、
レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う
と
し
て
も
自
分

の
記
憶
に
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
止
ま
っ
て
る
絵
で
は

わ
か
ら
な
く
て
も
、
街
を
走
っ
て
い
る
と
き
に
自
分
を
追
い

越
し
て
い
く
車
を
チ
ラ
ッ
と
見
た
だ
け
で
、
女
性
の
マ
ニ
キ

ュ
ア
と
口
紅
の
色
が
見
え
て

r

印
象
に
残
る
。
こ
れ
が
映
画

と
い
う
も
の
の
論
理
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

ま
た
、
一
瞬
の
人
間
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス
で
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
で
き
る
映
像
と
い
う
も
の
は
、
文
学
と
匹
敵
す
る
よ

う
な
世
界
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
大
学
で
映
画
史
の
欝
義
が
始
ま
り

ま
し
た
の
で
、
専
攻
し
ま
し
て
、
卒
業
論
文
の
た
め
に
『
第

三
の
男
』
を
八
回
ぐ
ら
い
見
た
の
が
映
画
の
勉
強
の
始
ま
り

で
す
。
そ
れ
で
と
う
と
う
映
画
監
督
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

山
田
当
時
、
映
画
会
社
の
助
監
督
に
応
募
す
る
人
が
多
か

っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

篠
田
昭
和
二
八
年
と
い
う
の
は
、
就
職
状
況
が
悪
く
、
特

に
文
学
部
の
学
生
は
就
職
先
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
生
活

の
こ
と
を
考
え
る
と

f

陸
上
競
技
の
先
輩
の
つ
て
で
民
間
会

ぅ又

L-
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くさガベ・きゅうしろう

1920年福岡票生まれ。岳巳新聞記者、巴巳映画社社畏

を経て、評論活動へ。世界各地の国除映画祭審査委員

などをつとめ、 83年、ポーランド芸術文化功労勲章、

平成 2年秋、勲四等旭日小綬章を受章。 10フィート映

画運動では「予言」「歴史一核狂乱の時代」のプロテコ

ースを坦当。著喜1こ屯賄役を作る人と企業」噂惹録・巳

本映画栽後史』咤那祭映画祭の研究』なとがある。

社
も
考
え
ま
し
た
足
結
局
松
竹
の
助
監
督
試
験
を
受
け

ま
し
た
。
助
監
督
を
五
人
採
用
す
る
と
こ
ろ
、
三
千
人
の
応

募
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
頃
、
撮
影
所
に
は
、
小
津
安
二
郎
、
木
下
恵
介

r

渋

谷
実
と
、
そ
う
そ
う
た
る
人
が
い
て

r

映
画
を
勉
強
す
る
に

は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
環
境
で
し
た
。

山
田
で
は
、
い
い
時
期
に
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

篠
田
い
い
時
期
に
入
っ
た
も
の
の
、
監
督
に
な
っ
て
か
ら

は
映
画
は
斜
陽
で
す
の
で
、
大
変
困
難
な
道
を
歩
い
て
い
る

と
も
思
い
ま
す
。

山
田
品
田
先
生
も
映
画
青
年
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

goo田
当
時
の
学
生
は
よ
く
映
画
を
見
て
い
ま
し
た
。
特
に
、

外
国
映
画
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
見
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
一

方
、
日
本
映
画
は
、
学
生
は
敬
遠
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た

足
僕
は
よ
く
見
ま
し
た
。
映
画
の
世
界
に
進
ん
だ
の
は
、

大
学
二
平
生
の
と
き
に
「
キ
ネ
マ
旬
報
」
の
懸
賞
論
文
に
応

募
し
た
ら
入
選
し
ま
し
て
、
こ
れ
は
簡
単
に
い
け
そ
う
だ
と

思
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
映
画
「
自
由
学

校
」
の
比
較
論
の
論
文
募
集
だ
っ
た
の
で
す
髪
、
賞
金
が
欲

し
い
た
め
に
映
画
批
評
を
初
め
て
書
い
た
の
で
し
た
。
そ
う

し
た
ら
、
そ
れ
が
な
ん
と
一
位
に
入
選
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
翌
年
に
「
キ
ネ
マ
句
報
」
に
編
集
部
員
募
集
と
い
う

の
が
載
っ
て
い
ま
し
て
、
応
募
し
た
い
者
は
短
い
論
文
を
書

い
て
送
れ
と
あ
っ
た
の
で
、
試
し
に
書
い
て
送
っ
た
ん
で
す
。

そ
う
し
た
ら
、
論
文
の
審
査
に
通
り
ま
し
て
、
次
に
面
接
で

し
た
。
面
接
を
受
け
て
東
京
か
ら
北
海
道
に
帰
っ
た
ら
、
す

い
た
の
で
す
が
、
状
況
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
単
な
る
テ
レ
ビ
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

日
本
映
画
の
地
盤
自
沐
が
沈
下
し
て
、
せ
っ
か
く
の
い
い
人

材
も
、
そ
れ
を
映
画
製
作
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
現

場
は
も
ち
ろ
｀
欠
映
画
界
全
体
が

f

何
か
さ
さ
く
れ
だ
っ
て

い
る
と
い
う
感
じ
す
ら
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
私
は

日
本
映
画
に
ま
だ
希
望
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

山
田
今
年
は
去
年
ま
で
に
比
べ
る
と
中
身
の
い
い
映
画
が

多
く
で
て
き
て
い
る
し
、
若
手
も
育
っ
て
き
て
い
る
と
い
う

話
を
聞
い
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
ど
ん
底
の
状
態
で
し
ょ
う
か
。

廂
ク
草
壁
た
し
か
に
、
今
年
は
、
篠
田
監
督
の
「
写
楽
」
を
は

柑
じ
め
、
熊
井
啓
監
督
の
「
深
い
河
」
、
小
栗
康
平
監
督
の
「
眠

〇
る
男
」
な
ど
、
か
な
り
立
派
な
作
品
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ

札
腐
実
力
を
持
っ
た
監
督
た
ち
が
今
ま
で
な
か
な
か
つ
く
る

芸
チ
ャ
ン
ス
が
な
誓
た
の
足
偶
然
に
同
じ
年
に
パ
y
と
咲

油
↑
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

叫
で
す
か
ら
、
今
年
、
す
ぐ
れ
た
才
能
を
持
っ
た
人
た
ち
の

疇
作
品
が
集
中
的
に
出
た
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
映
画
全
体
の

―――1
口年

状
況
が
必
ず
し
も
よ
く
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

百生
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

誕画
新
人
の
作
品
に
つ
い
て
見
て
も
、
年
間
三

0
本
ぐ
ら
い
あ

映

る
う
隻
そ
の
中
の
一
割
の
人
が
果
た
し
て
第
二
作
を
つ
く

れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
す
。

高
野
現
在
、
大
き
な
映
画
会
社
は
、
会
社
を
守
っ
て
い
く

こ
と
に
苦
心
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
昔
の
よ
う
に
自
社
で
上

映
作
品
を
全
部
製
作
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
同
時

に
映
画
人
の
育
成
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
し
か

し
、
劇
場
は
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら

r

フ
ィ
ル
ム
は
必
要

で
す
。
劇
場
を
効
率
的
に
成
り
立
た
せ
よ
う
と
す
る
と
、
ど

う
し
て
も
ア
メ
リ
カ
の
娯
楽
映
画
忍
中
心
に
な
っ
て
く
る
。

現
象
と
し
て
は
r

去
年
よ
り
は
今
年
が
い
い
と
か
、
い
ろ
い

ろ
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
日
本
映
画
を
復
興
さ
せ
る
に
は
、

映
画
界
の
製
作
・
配
給
・
興
行
の
シ
ス
テ
ム
を
改
善
し
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

山
田
篠
田
監
督
は
、
お
作
り
に
な
る
立
場
で
日
本
映
画
の

現
状
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

篠
田
日
本
映
画
の
黄
金
時
代
に
は
も
ち
ろ
ん
す
ば
ら
し
い

作
品
は
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
た
だ
全
て
が
立
派
な
作
品

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
え
っ
ご
今
は
比
較
的
ラ
イ
ン

ナ
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
映
画

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
と
思
っ
て
い
，

ま
す
。そ

れ
よ
り
も
、
日
本
映
画
を
と
り
ま
く
状
況
が
、
ア
メ
リ

カ
映
画
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か

f

つ
ま
り

f

日
本
人
の
娯
楽
性
そ
の
も
の
が
変
質
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
以
前
は
、
テ
レ
ビ
に
よ
る
影
響
で
斜
陽
だ

っ
た
の
が
、
だ
ん
だ
ん
日
本
映
画
そ
れ
自
体
に
力
が
あ
る
の

か
な
い
の
か
と
い
う
問
わ
れ
方
に
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

日
本
人
が
日
本
映
画
に
興
味
が
な
い
と
い
う
の
は
、
す
な

しなだ・ゆうきち

1930年北洒道生まれ。北酒道大学卒業後、rキネマ司薮」

環固騨皇の編集者を経て、フリー［こ。現在は多磨美

術大学教授。映画評誦のガだわらで、文化庁芸術選奨

選考委員なともつとめ、昨年の「映画芸術振興に関可

る隅査研究協力者会鼠では座長をつとめだ。

ぐ
に
、
「
合
格
し
た
」
と
い
う
通
知
が
き
ま
し
て

‘
-
0月
頃

に
、
人
手
が
足
り
な
い
か
ら
も
し
よ
か
っ
た
ら
出
て
こ
い
と

言
わ
れ
て
、
大
学
を
卒
業
す
る
前
に
東
京
に
出
て
き
た
の
で

す
。
卒
詰
は
大
学
に
郵
便
で
送
り
ま
し
た
。

山
田
卒
業
証
書
は
：
・°:0

品
田
あ
り
ま
す
、
ち
ゃ
ん
と
（
笑
）
。
「
キ
ネ
マ
旬
報
」
で

は
編
集
部
の
雑
用
を
し
た
り
、
校
正
を
し
た
り
し
て
い
ま
し

こ。t
 

J
 

日
本
映
画
の
現
状
―
―

一

’

9

ー

ー

―

-
[
 

山
田
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
映
画
の
道
に
お
入
り
に
な
っ
た
き

っ
か
け
は
違
い
ま
す
犀
、
現
在
も
映
画
の
お
仕
事
を
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。
日
本
映
画
の
現
状
忙
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

ど
ん
な
考
え
を
お
持
ち
か
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

ま
ず
、
草
壁
先
生
い
か
蛉
で
し
ょ
う
か
。

草
壁
私
は
新
聞
記
者
出
身
で
す
か
食
い
わ
ゆ
る
映
画
評

論
家
の
方
と
は
違
う
接
し
方
を
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
完

成
し
た
映
画
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
作
品
を
撮
る

と
聞
け
ば

r

現
場
に
行
っ
て

r

撮
影
の
状
況
を
取
材
し
た
り
、

監
督
に
話
を
聞
い
た
り
す
る
な
ど
常
に
現
場
と
接
触
し
て
き

ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ず
っ
と
戦
後
の
日
本
映
画
の
盛
衰
を

現
場
で
見
て
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
映
画
の
危
機
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
〇
年

ぐ
ら
い
前
か
ら
、
私
ど
も
は
し
よ
っ
ち
ゅ
う
書
い
て
き
ま
し

た
。
こ
訊
が
ど
ん
底
だ
ろ
う
と
一

0
年
ぐ
ら
い
前
に
思
っ
て

9 文化庁月報 1995.12 又化庁月報 1995,12 8 



映画誕生百年記念見し圃ii:札i(J)札艮原し
映画封切本数の推移
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資料：「映画年鑑」及び（社）日本映画製作者連盟資料による
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（注
i

)

た
だ
、
例
え
ば
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
育
っ
た

映
画
少
年
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
・
ヌ
ー
ベ
ル
・
バ
ー
グ
を
起
こ

し
た
よ
う
に
、
映
画
フ
リ
ー
ク
の
中
か
ら
素
晴
ら
し
い
作
家

が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
＇

映
画
の
ス
ケ
ー
ル
に
つ
い
て
言
え
ば
、
か
つ
て
日
本
文
化

の
中
で
能
、
歌
舞
伎
が
す
ご
く
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
を
持
っ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
ス
ケ
ー
ル
を
黒
澤
明
の
「
七
人

上映系統別映画館数の推移

の
侍
」
や
溝
口
健
二
の
「
雨
月
物
語
」
は
持
っ
て
い
た
わ
け

で
、
日
本
映
画
は
非
常
に
力
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
の
伝

統
演
劇
の
持
っ
て
い
る
総
合
性
が
、
映
画
と
い
う
総
合
芸
術

と
底
流
で
つ
な
が
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

と
は
言
え
、
ア
メ
リ
カ
で
は
人
類
と
い
う
概
念
あ
る
い
は

聖
書
の
観
点
か
ら
映
画
を
つ
く
る
の
で
、
「
十
戒
」
や
「
ベ
ン
・

ハ
ー
」
が
で
て
く
る
一
方
、
日
本
で
は
、
「
平
家
物
語
」
を
撮

り
た
い
と
思
っ
て
も
こ
れ
ま
で
撮
れ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
。

壇
ノ
浦
で
十
二
単
を
ま
と
っ
た
建
礼
門
院
、
安
徳
帝
が
入

水
す
る
、
平
知
盛
が
「
見
る
べ
き
程
の
事
は
見
つ
」
と
言
い

な
が
ら
、
鎧
を
体
に
つ
け
た
ま
ま
沈
ん
で
い
く
と
い
っ
た
、

す
ば
ら
し
い
光
景
を
我
々
の
文
学
は
持
っ
て
い
る
の
に
、
そ

れ
が
ま
だ
映
画
化
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。

高
野
そ
も
そ
も
、
映
画
の
地
位
が
外
国
と
比
べ
て
日
本
で

は
非
常
に
低
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
文
化
で
、
江
戸
の
浮

翡
と
日
本
映
画
ほ
ど
、
世
界
に
髪
響
を
与
え
た
も
の
は
な

い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
音
楽
や

文
学
の
分
野
で
も
世
界
的
に
活
躍
し
}
5る
方
は
大
勢
い
ま

す
が
、
そ
れ
は
点
で
あ
っ
て
、
群
れ
を
な
し
て
の
影
響
は
、

戦
後
、
映
画
し
か
な
い
と
世
界
的
に
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
映
画
監
督
の
地
位

は
驚
く
ほ
ど
低
い
の
が
現
状
で
す
。

国
に
よ
っ
て
は
、
国
家
元
首
と
世
界
的
な
映
画
監
督
が
同

格
に
扱
わ
れ
る
国
す
ら
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
相
対
的
に
芸

術
家
の
地
位
が
低
い
の
で
す
が
、
特
に
映
画
監
督
は
低
い
よ

う
に
思
い
ま
す
ね
。
外
国
に
お
い
て
、
黒
澤
明
監
督
へ
の
尊

資料：「映画年鑑」及び（社）日本映画製作者連盟資料による 一

わ
ち
、
日
本
文
化
に
興
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
文
化
そ
れ
自
体
が
解
体
し
て
変

容
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
日
本
映
画
と
い
う
ナ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
た
映
画
を
つ
く
る
意
味
が
あ
る
の

か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
問
わ
れ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

と
は
言
え
、
日
本
映
画
の
現
状
が
悲
惨
と
い
う
よ
り
、
ド

イ
ツ
映
画
も
、
フ
ラ
ン
ス
映
画
も
み
ん
な
悲
惨
な
状
況
に
あ

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

棗
ぁ
る
べ
き
日
本
映
画
と
い
う
の
は
、
日
本
的
な
伝
統

を
満
足
さ
せ
、
大
衆
性
が
あ
り
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
映
画
と

拮
抗
で
き
る
と
い
う
こ
の
三
つ
の
条
件
を
備
え
る
必
要
が
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
日
本
映
画
は
日
本
の
映
画
劇
場
に

か
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

世
界
中
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
映
画
の
伝

統
と
映
画
層
は
日
本
に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
軽
く
考
え

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
僕
ら
の
よ
う
に
小
津
安
二
郎

や
黒
澤
明
の
仕
事
を
目
撃
し
て
育
っ
た
映
画
人
が
ま
だ
生
き

残
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
日
本
の
映
画
の
誇
り
と

技
術
を
ど
う
や
っ
て
見
せ
る
か
と
い
う
伝
承
能
力
と
伝
統
は

ま
だ
あ
る
。
で
も
、
こ
の
伝
統
が
伝
説
化
し
て
い
っ
た
と
き

に
こ
そ
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
若
い
人
た
ち
は
溝
口
健
二
も

知
ら
な
い
し
、
小
津
安
二
郎
も
知
ら
な
い
。
知
っ
て
い
る
の

は
フ
リ
ー
ク
の
人
た
ち
だ
け
な
ん
で
す
。
国
民
映
画
と
し
て

の
小
津
安
二
郎
で
は
な
く
て
、
映
画
フ
リ
ー
ク
が
小
津
安
二

郎
を
見
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
き
た
と
き
に
、
日
本

映
画
の
伝
統
も
衰
退
す
る
と
思
い
ま
す
。
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しのだ，まさひろ

1931年岐阜県生まれ。早稲田大学で演剣を専攻しノ、卒

業後、松竹大船撮影所に。 59年に監督となり、 r乾いだ

翠」 r暗殺Jなどを発表可る。 68年にi虫立プロ表現社を

割認その後も、円似＼中天網島」「沈黙Jr瀬戸内少年野

球団」 r写楽Jなどの話題作をコンスタンドに世にあく

り出芍。著響こ r日本語の語法で撮りだいJ など。

敬
は
も
の
す
ご
い
も
の
で
す
。
日
本
で
は
優
れ
た
映
面
で
も
、

残
念
な
が
ら
民
族
的
な
文
化
や
芸
術
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

な
い
の
で
す
。

ま
た
、
上
映
す
る
映
画
館
が
最
近
か
な
り
減
っ
て
き
て
い

る
の
は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
以
前
は
‘
1
0
万
都
市
に
映

画
館
が
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
驚
い
て
い
ま
し
た

焚
最
近
は
二
0
万
‘
-
―
1
0
万
都
市
に
も
な
く
な
っ
て
き
た

と
聞
き
、
が
く
然
と
し
て
い
ま
す
。

篠
田
県
庁
所
在
地
に
も
映
画
館
が
な
い
所
が
あ
り
ま
す
か

ら
ね
。

高
野
地
方
で
上
映
す
る
映
画
館
が
な
い
か
ら
、
ま
す
ま
す

映
画
が
落
ち
こ
ん
で
し
ま
う
ん
で
す
。

草
壁
私
も
日
本
で
は
映
画
と
い
う
も
の
が
文
化
と
し
て
慇

知
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
国
立
の
芸
術
大
学
の

中
に
映
画
の
専
攻
が
な
か
っ
た
り
、
日
本
芸
術
院
の
会
員
を

見
て
も
、
映
画
か
ら
出
て
い
る
会
員
は
い
な
い
。
か
つ
て
、

小
津
安
二
郎
は
亡
く
な
る
ま
で
の
短
い
期
間
、
一
年
間
く
ら

い
会
員
で
し
た
が
そ
の
後
は
全
く
い
ま
せ
ん
。
日
本
に
お
け

る
映
両
の
地
位
向
上
の
た
め
に
は
、
長
期
的
に
は
、
国
に
よ

る
映
画
製
作
、
人
材
養
成
機
関
の
創
設
な
ど
に
取
り
組
み
つ

つ
、
緊
急
の
対
策
と
し
て
映
画
製
作
に
お
金
を
出
し
て
強
化

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
二
つ

の
面
の
策
を
講
じ
て
い
か
な
い
と
、
日
本
映
画
は
沈
滞
し
て

い
く
一
方
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
す
ら
持
っ
て
い
ま
す
。

高
野
日
本
映
画
の
振
興
の
た
め
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

い
か
に
優
れ
た
人
材
を
養
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
企
業
が
映
画
人
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
、
諸
外
国
の
よ
う
に
国
が
代
わ
っ
て
育
成
す

る
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。

品
田
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
調
査
に
行
っ
た
と
き
に
、
各
国
が
政

府
と
し
て
映
画
に
非
常
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し

ま
し
た
。
自
分
の
国
の
文
化
を
ど
の
よ
う
に
守
り
、
ま
た
、

振
興
し
て
い
く
か
、
そ
れ
を
今
行
う
こ
と
の
で
き
る
の
は
国

し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
強
く
持
ち
ま
し
た
。

具
体
的
な
―
つ
の
案
と
し
て
は
、
実
現
が
非
常
に
困
難
な

興拇
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
国
立
の
映
画
館
が
必
要
で
は

の
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

循
ま
た
、
映
画
に
関
す
る
専
門
教
育
を
行
う
国
立
の
人
材
養

さ
1

成
楓
関
を
作
る
必
要
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

圃
人
材
養
成
機
関
を
つ
く
る
こ
と
の
提
案
が
さ
れ
る
と
き
に
、

肘
必
ず
反
論
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
学
校
で
は
何

も
教
え
て
く
れ
な
い
と
か
、
学
校
ぐ
ら
い
で
は
何
も
で
き
な

念已――――口

い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
~
そ
う
い
う
問
題
で
は
な
い
と
思
い

年百仕
ま
す
。
窓
口
と
い
う
か
、
入
口
を
つ
く
る
こ
と
が
ま
ず
重
要

誕画
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
形
で
育
て
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は

映

次
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
国
立
映
画
学
校
も
、
ア
リ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
コ

ル
ダ
監
督
の
撮
影
所
の
跡
を
使
っ
て
い
て
非
常
に
小
さ
い
。

そ
れ
で
も
、
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

実
際
、
あ
そ
こ
か
ら
多
く
の
優
れ
た
人
材
芦
輩
出
し
て
い
ま

す。
ま
ず
第
一
歩
か
ら
始
め
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
民
間
で
は
そ
う
い
う
第
一
歩
と
い
う
か
基
盤

作
り
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
基
本
的
な
こ
と
、
基
盤
の
整

備
は
や
は
り
国
に
や
っ
て
い
た
だ
く
必
要
摯
あ
る
と
思
い
ま

す。篠
田
私
が
撮
影
所
に
入
っ
た
と
き
は
、
映
画
会
社
が
自
分

の
会
社
の
人
材
贅
灰
に
非
常
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
．
撮
影
所

そ
の
も
の
が
人
材
養
成
機
関
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

撮
影
所
で
筵
演
出
技
術
か
ら
始
ま
っ
て
、
予
算
の
組
み
方
、

脚
本
執
筆
、
会
社
と
の
ネ
ゴ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
方
法
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
学
べ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
今
の
撮
影
所

は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
人
が
来
た
寄
り
合
い
世
帯
で
や
っ
て

お
り
、
撮
影
所
は
撮
影
所
の
会
社
が
管
理
し
て
い
る
だ
け
と

い
う
状
況
で
す
。

人
材
養
成
の
た
め
に
は
、
以
前
の
撮
影
所
の
よ
う
に
、
学

校
と
、
映
画
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
の
職
場
が
き
ち
っ
と
連
動
す

る
養
成
機
関
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
撮
影
現
場
と
密
着
し

た
人
材
養
成
機
関
を
ど
う
作
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、

今
後
の
日
本
映
画
の
た
め
に
重
要
な
素
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま

ょ／
0

草
壁
映
画
振
興
の
た
め
の
政
策
と
し
て
は
大
き
く
二
つ
の

面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
長
期
的
で
教
育
的
な
政
策
と
し
て

は
、
国
立
大
学
に
映
両
科
を
設
け
る
と
か
、
国
立
映
画
大
学

を
創
設
す
る
な
ど
、
国
立
の
人
材
養
成
機
関
を
作
る
と
い
う

映画館数及び映画館入場者数の推移> 1'11 A 

数

ヘ

館
ヽ

だかの・えつこ

1929年18満帳生まれ。 51年日本女子大学卒業後、東宝

へ入社。監督を志し、パリ高等映画学院に留学、 61年

卒業。帰国後、衣笠貞之助監督の助手をつとめつつテ

レピドラマの脚本。演出などを手がける。 68年岩波ホ

ール（東京・神保町）の創設とともに現職に。岩波ホ

ールでは世界各国の埋もれだ名画を数多く紹介・上映

士 している。

入
場
者
数
（
百
万
人
）
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映
画
人
の
養
成
の
た
め
に
は
―

，
 

[
 

山
田
今
、
日
本
映
画
の
関
題
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
お
話

し
い
た
だ
き
ま
し
た
が

r

そ
れ
で
は
日
本
映
画
の
振
興
の
た

め
に
は
一
体
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
具
体
的
方
策
に
つ
い
て

の
お
考
え
を
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（年）

資料：「映画年鑑及ぴ（社）日本映画製作者連盟資料による
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映画誕生百年記念見し圃i立:札i(J)り辰見し
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こ
と
、
短
期
的
に
は
製
作
へ
の
助
成
を
強
化
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
映
画
振
興
の
た
め
に
は
、
こ
の
両
方
を
や
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
、
日
本
の
国
立
大
学
で
も
映
像
関
係
の
学
科
が
で
き
て

い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
以
前
の
撮
影
所
が
し
て
い
た
よ
う
な

意
味
で
の
映
画
教
育
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
し
、
卒
業
し
た

か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
現
場
で
の
仕
事
が
保
障
さ
れ
て

は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
は
、
国
立
の
人
材
養
成

機
関
を
作
っ
て
も
結
局
同
じ
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
国
が
、
人
材
養
成
す
る
機
関
を
持
つ
と
い
う
形
で
映
画

を
認
め
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

映
画
自
体
が
非
常
に
活
性
化
す
る
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
長
期
的
に
言
え
ば
、
そ
の
人
材
養
成
機
関
の
後
に
、

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
・
フ
ィ
ル
ム
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト

(
A
.
F
.
I
)
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
大
学
院
の
よ
う
な
も
の

が
で
き
れ
ば
さ
ら
に
理
想
的
だ
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

現
場
に
出
る
前
の
、
あ
る
い
は
基
礎
教
育
と
現
場
を
つ
な
ぐ

た
め
の
新
し
い
機
関
で
す
。
そ
こ
ま
で
で
き
れ
ば
本
当
に
理

想
的
だ
と
思
い
ま
す
。

山
田
文
化
庁
と
し
て
も
、
今
年
度
は
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー

に
人
材
養
成
の
た
め
の
調
査
費
が
つ
き
ま
し
た
し
、
在
外
研

修
員
の
映
画
分
野
を
充
実
さ
せ
る
な
ど
、
人
材
養
成
の
面
で

も
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

篠
田
映
画
界
が
斜
陽
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
引
き
金
に

な
っ
て
、
映
像
を
目
指
す
青
年
は
た
く
さ
ん
い
る
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
の
人
材
が
テ
レ
ビ
局
や
C
M界
に
吸
収
さ
れ
て
し

ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
わ
け
で
す
。

ま
た
、
最
近
、
国
際
映
画
祭
へ
の
出
品
・
受
賞
が
以
前
と

比
べ
て
増
え
て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
日
本
映
画
の
振
興

の
た
め
に
も
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
海
外
映

画
祭
へ
の
出
品
の
た
め
の
支
援
も
ぜ
ひ
国
で
行
っ
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
映
画
を
上
映
す
る
映
画
館
の
数
が
減
少
し
て
い

ま
す
の
で
、
映
画
の
上
映
や
鑑
賞
の
機
会
を
促
進
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に
は
、
独
立
プ
ロ
の
優
れ
た
，

作
品
の
上
映
機
会
を
支
援
し
た
り
、
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
の

映
写
ホ
ー
ル
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。映

画
振
興
の
た
め
に
は
、
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
の
充
実
が

ぜ
ひ
必
要
で
す
。
資
料
収
集
や
企
画
上
映
の
充
実
を
図
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
も
っ
と
積
極
的
に
外
国
の
新
し
い

映
画
を
紹
介
・
上
映
す
る
こ
と
や
、
外
国
の
映
画
人
を
招
い

て
国
際
的
交
流
を
行
う
な
ど
、
実
質
的
な
国
立
の
フ
ィ
ル
ム

セ
ン
タ
ー
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
日
本

映
画
の
活
性
化
の
た
め
の
機
関
と
し
て
、
新
し
い
事
業
企
画

を
推
進
化
し
て
、
い
っ
そ
う
予
算
を
増
や
し
て
い
く
方
向
に

進
み
た
い
も
の
で
す
ね
。

山
田
出
品
の
た
め
の
支
援
と
独
立
プ
ロ
の
上
映
機
会
へ
の

支
援
に
つ
い
て
は
今
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す。高
野
製
作
面
で
は
、
独
立
プ
ロ
の
作
る
映
画
の
本
数
が
か

な
り
の
比
率
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
作
る
人
達
が

苦
し
ま
な
い
で
、
安
心
し
て
作
れ
る
状
況
を
生
み
出
す
こ
と

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

配
給
・
興
行
面
で
は
、
今
年
六
月
に
横
浜
で
開
か
れ
た
フ

ラ
ン
ス
映
画
祭
の
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
映
画
人
と
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
映
画
の
製
作
面
で
の
援

助
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
配
給
・
興
行
に
関
し
て
も
国
が
し

っ
か
り
援
助
し
て
い
る
現
状
を
聞
き
ま
し
た
。
映
画
館
は
き

ま
っ
て
い
る
。

品
田
映
画
製
作
を
し
た
く
て
も
、
結
局
、
生
活
の
た
め
に

テ
レ
ビ
局
に
行
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す。篠
田
テ
レ
ビ
局
の
若
い
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
、
一
緒
に
仕
事

を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
奔
放
で
素
晴
ら
し
い
人
材
が

多
く
い
ま
す
。
し
か
し
、
四
、
五
年
た
つ
と
テ
レ
ビ
局
と
い

う
枠
組
み
の
中
で
そ
う
い
っ
た
奔
放
な
部
分
が
そ
ぎ
落
と
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
、
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
と
感
じ

ま
す
。
こ
う
い
う
人
た
ち
を
ど
う
し
て
映
画
界
に
引
っ
張
ら

な
か
っ
た
の
か
な
と
い
う
思
い
を
非
常
に
強
く
持
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

映
画
振
興
の
た
め
の
方
策

山
田
そ
の
ほ
か
映
画
振
興
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
に
つ

い
て
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

草
壁
現
在
の
映
画
製
作
環
境
は
、
資
金
面
で
も
非
常
に
厳

し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
と
し
て
製
作
支
援
に
ぜ
ひ

と
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
芸
術
文
化
振
興
基
金
に
よ
る
助
成
は
、
特
に
独
立

プ
ロ
に
と
っ
て
は
非
常
に
役
に
立
っ
て
お
り
、
ぜ
ひ
拡
大
強

化
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
独
立
プ
ロ
が
ど
ん
ど
ん
い
い
作
品
を
作
っ
て
い
ま

す
が
、
独
立
プ
ロ
に
と
っ
て
は
あ
の
補
助
金
が
も
ら
え
る
か

も
ら
え
な
い
か
で
そ
の
映
画
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
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山
田
大
変
厳
し
い
お
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
も
う
す
ぐ
二

一
世
紀
で
す
。
最
後
に
ニ
―
世
紀
に
映
画
は
ど
う
い
う
ふ
う

に
変
わ
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
か
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
た

興

い

と

思

い

ま

す

。

會

柑
草
壁
今
は
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま

q
、
す
が
、
映
画
と
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
現
在
の
代
表
的
な

札
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
、

C
G
（コ

芸
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
が
あ
り
ま
す
C

oo
映
画
を
作
る
側
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
映
画
に
取
り
入
れ

叫
て
い
く
か
に
よ
っ
て
、
映
画
の
形
が
少
し
は
変
わ
る
だ
ろ
う

疇
と
は
思
い
ま
す
が
、
映
画
が
そ
れ
に
よ
っ
て
本
質
的
に
変
わ

匂
る
こ
と
は
な
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
映
画

百生
が
進
歩
し
て
も
、
映
画
は
基
本
的
に
は
純
粋
な
形
を
保
っ
て

誕画
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
を
含
め

映

て
全
て
の
映
像
の
原
点
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
ね
。

篠
田
僕
は
、
一
番
最
近
の
映
画
「
写
楽
」
で
ニ
ュ
ー
メ
デ

ィ
ア
を
活
用
し
て
み
た
ん
で
す
。
百
人
の
エ
キ
ス
ト
ラ
を
千

人
に
見
せ
る
合
成
の
技
術
に
加
え
、
劇
場
の
背
後
に
江
戸
の

れ
い
で
、
気
持
ち
良
く
な
け
れ
ば
観
客
が
来
な
い
の
で
、
四
、

五
年
に
一
回
改
装
を
す
る
こ
と
を
国
が
奨
励
し
て
い
る
そ
う

で
す
。
そ
の
改
装
費
の
四

0
％
を
国
が
支
援
し
て
く
れ
る
そ

う
で
す
。
芸
術
性
の
高
い
映
画
を
上
映
す
る
と
、
著
作
権
代

f

フ
ィ
ル
ム
代
を
国
が
全
部
買
上
げ
て
く
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ

ム
も
あ
る
と
聞
き
r

岩
波
ホ
ー
ル
の
現
状
を
考
え
る
と
大
変

う
ら
や
ま
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
多
く
の
国
で
は
、
日
本
と
違
い

r

小
さ
い
と
き
か

ら
音
楽
、
絵
画
の
よ
う
に
映
像
教
育
が
普
及
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
映
像
を
見
な
れ
て
い
て
、
'

映
像
表
現
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
映
像
と
の
つ
き
合
い
方

を
覚
え
て
い
く
の
で
す
。

日
本
の
学
校
教
育
で
も
そ
う
い
っ
た
面
を
ぜ
ひ
取
り
入
れ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
優
れ
た
観
客
を
育
て
る
こ

と
も
、
作
家
が
優
れ
た
映
画
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
重
要
な

要
素
で
す
。
｀

映
画
を
つ
く
る
側
の
ス
タ
ッ
フ
の
人
材
育
成
の
問
題

r

製

作
・
配
給
・
興
行
の
シ
ス
テ
ム
の
問
題
、
小
さ
い
と
き
か
ら

の
教
育
の
問
題
な
ど
、
映
画
に
つ
い
て
は
問
題
炉
山
積
み
で

す
。
映
画
人
も
志
を
高
く
持
っ
て
努
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
民
間
の
が
ん
ば
り
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、

国
の
文
化
行
政
の
中
に
映
画
を
積
極
的
に
組
み
入
れ
て
、
も

う
少
し
映
画
を
大
切
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
田
配
給
・
興
行
面
で
は
、
映
画
製
作
会
社
と
映
画
飽
が

系
列
化
し
て
い
な
い
フ
リ
ー
ブ
ッ
キ
ン
グ
が
よ
く
て
、
現
在

の
日
本
の
ブ
ロ
ッ
ク
ブ
ッ
キ
ン
グ
に
は
問
題
が
あ
る
と
の
指

お
そ
ら
く
、
篠
田
さ
ん
炉
言
っ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ブ
ロ
ッ
ク
ブ
ッ
キ
ン
グ
が
廃
止
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
映
画
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
と
は
言
え
、
日
本
映
画
の
出
る
チ

ャ
ン
ス
が
少
な
く
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

，
 

l
 

二
一
世
紀
に
向
け
て

i

摘
も
あ
り
ま
す
茄
、
逆
に
映
画
製
作
会
社
と
映
画
館
ぶ
系
列

化
し
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
ブ
ッ
キ
ン
グ
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
映

画
は
も
ち
こ
た
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
フ
リ

ー
ブ
ッ
キ
ン
グ
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
映
画
ば
か
り
に
な
っ

て
し
ま
う
危
険
性
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

草
壁
た
し
か
に
ブ
ロ
ッ
ク
ブ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
に
よ

り
、
日
本
映
画
が
辛
う
じ
て
守
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も

上
映
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う

ね
。
な
く
な
っ
た
ら
、
日
本
映
画
の
上
映
は
ガ
タ
ッ
と
減
っ

て
し
ま
う
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

篠
田
日
本
映
画
の
武
器
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本

語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「
極
道
の
妻
た
ち
」
と
「
E
.
T
」
が
同
じ
日
の
同
じ
時
間

帯
に
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
日
本
の
観
客
は

ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
ら
r

「
E
。
T
」

が
二
三
％
で
、
「
極
道
の
妻
た
ち
」
が
二
六
％
と
い
う
数
字
を

上
げ
た
ん
で
す
。
日
本
人
が
自
分
の
茶
の
間
で
我
に
返
っ
た

と
き
に
、
自
分
の
一
番
気
持
ち
い
い
選
択
と
い
う
の
は
や
は

り
何
と
い
っ
て
も
日
本
語
的
空
間
だ
と
い
う
こ
と
の
現
れ
だ

と
思
い
ま
す
。

日
本
映
画
か
ら
間
こ
え
て
く
る
日
本
語
の
持
っ
て
い
る
親

近
感
が
、
他
の
欧
州
諸
国
に
な
い
日
本
と
い
う
島
国
の
持
っ

て
い
る
有
効
な
武
器
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

草
壁
た
し
か
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
。
フ
ィ
ル
ム
と
外
国
の
映

画
と
の
比
率
が
辛
う
じ
て
一
二
五
対
六
五
と
い
う
の
は
日
本
だ

け
で
す
よ
。
こ
れ
は
、
奇
跡
的
で
す
ね
。

街
が
広
が
っ
て
、
後
ろ
に
北
斎
が
描
く
富
士
山
が
見
え
る
と

い
う
合
成
を
デ
ジ
タ
ル
で
や
っ
て
み
ま
し
た
。
全
部
で
四
八

秒
の
カ
ッ
ト
で
す
が
、
一
-
]
ヵ
月
か
か
っ
て
や
っ
た
ん
で
す
。

ま
た
、
―
つ
の
時
代
考
証
を
す
る
の
に
、
今
ま
で
は
時
代

考
証
家
か
ら
デ
ー
タ
を
集
め
て
い
た
ん
で
す
が
、
今
回
の
「
写

楽
」
は
、
国
会
図
書
館
か
ら
も
集
め
て
き
て
、
様
々
な
デ
ー

タ
を
映
像
化
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
シ
ー
ン
に
つ
い
て
は
こ

れ
だ
け
の
デ
ー
タ
を
集
め
て
、
こ
う
い
う
組
み
立
て
を
し
よ

う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
パ
ソ
コ
ン
に
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
と
、

プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
て
ス
タ
ッ
フ
に
配
ら
れ
る
。
以
前
は

r

―
つ
の
デ
ー
タ
を
打
ち
合
わ
せ
で
検
討
し
、
一
徹
底
す
る
ま
で

に
一
ヵ
月
か
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
や
パ
ソ
コ
ン
の
お
か

げ
で
十
数
秒
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
°

「
写
楽
」
は
、
今
ま
で
の
江
戸
を
扱
っ
た
映
画
と
比
べ
て
、

非
常
に
密
度
の
濃
い
時
代
考
証
を
し
て
い
ま
す
が
、
今
言
っ

た
と
お
り
、
時
代
の
進
化
に
よ
り
、
そ
れ
を
実
に
何
げ
な
く

行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
何
げ
な
さ
が
一
―
一
世
紀
の
映

條
に
関
し
て
も
あ
て
は
ま
り
、
も
の
す
ご
い
映
像
消
費
時
代

が
来
る
と
思
い
ま
す
。

特
に
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
ま
す
と
、

二
千
万
画
素
と
呼
ば
れ
る
フ
ィ
ル
ム
は
全
部
デ
ジ
タ
ル
化
す

る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
我
々
は
も
う
フ
ィ
ル
ム
を
必
要
と
し

な
く
な
り
ま
す
。
極
端
に
言
え
ば
、
相
当
精
度
の
い
い
パ
ソ

コ
ン
を
抱
え
て
映
画
製
作
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
』

そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
若
い
新
人
監
督
で
も
大
ス
ペ
ク
タ
ク
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で
し
ょ
う
か
。
そ
の
結
果
、
映
像
文
化
全
体
が
も
の
す
ご
，
＼

喜
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
今
ま
で
は
フ
ィ
ル
ム
の
映
画
が
映
画
館
で
か
け
ら

れ
る
と
い
う
の
が
す
べ
て
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
う
で
は
な

く
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
家
で
ビ
デ
オ
で
見
る

と
か
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
通
信
で
見
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
見

方
が
で
て
き
て
、
そ
の
中
の
一
っ
と
し
て
映
画
館
へ
行
っ
て

映
画
を
見
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

山
田
来
る
べ
き
ニ
―
世
紀

r

映
像
の
世
界
は
ま
す
ま
す
多

様
化
し
、
想
像
を
超
え
た
ソ
フ
ト
が
現
出
す
る
よ
う
に
な
る

阻
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
た
い
へ
ん
夢
の
あ
る
お
話
を
い
た
だ

柿
き
ま
し
た
が
、
作
り
手
は
あ
く
ま
で
人
間
で
す
。
や
は
り
、

〇
将
来
に
向
け
て
人
材
育
成
こ
そ
急
が
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る

札
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
文
化
庁
と
し
て
も
映
画
の
振
興

+
―
ュ
の
た
め
、
今
後
と
も
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

油
一
本
日
は
、
有
意
義
な
話
を
い
ろ
い
ろ
い
た
だ
き
ま
し
て
あ

映
り
が
と
う
ご
ぎ
い
ま
し
た
。

（
注
一
）
映
画
フ
ィ
ル
ム
の
収
集
。
保
存
・
公
開
を
行
う
フ
ラ
ン
ス

念已""" 
年
の
公
的
機
関
。
積
極
的
で
多
彩
な
上
映
活
動
で
世
界
的
に
知

名
度
が
高
い
。

百生誕

（

注

l-）
一
九
五

0
年
代
の
末
に
フ
ラ
ン
ス
で
起
こ
っ
た
、
フ
ラ
ン

ス
映
画
の
新
し
い
流
れ
。
ジ
ャ
ン
11
リ
ュ
ッ
ク
。
ゴ
ダ
ー
ル

画映

（
「
勝
手
に
し
や
が
れ
」
）
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
。
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
（
「
大

人
は
判
っ
て
く
九
な
い
」
）
な
ど
の
描
く
現
代
青
年
像
は
、
世

界
的
な
注
目
を
集
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
助
監

督
を
せ
ず
、
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
に
通
っ
て
古
典
を
見
続
け
る
こ

と
に
よ
り
映
画
作
り
を
学
ん
だ
(
)

ル
の
映
画
を
作
れ
る
可
能
性
も
出
て
き
ま
す
。

山
田
高
野
先
生
は
、
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

高
野
今
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
技
術
娯
信
じ
ら
れ
な
い

よ
う
な
早
さ
で
進
ん
で
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま

す
C

子
ど
も
の
と
き
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
慣
れ
親
し
ん
だ
人

た
ち
が
映
画
界
に
お
い
て
も
中
心
に
な
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、

―
二
世
紀
は
、
想
像
で
き
な
い
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
、
ハ
ー
ド
の
進
歩
と
と
も
に
、
映
画
は
ど
ん

ど
ん
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
無
声
映
画
か
ら
ト
ー
キ
ー
に
な

り
、
臼
黒
か
ら
カ
ラ
ー
に
な
り
、
画
面
の
大
き
さ
も
ワ
イ
ド

に
な
っ
た
り
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
変
わ
り
方

は
も
っ
と
す
ご
い
勢
い
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
作
家
が
映
画

を
つ
く
っ
て
い
く
と
き
に
そ
の
技
術
を
ど
う
や
っ
て
作
品
に

消
化
し
て
い
く
か
が
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
テ
レ
ビ
の
画
面
が
ど
ん
ど
ん
芙
し
く
、
大
き
く
な

っ
て
く
る
と
、
映
画
館
の
存
在
意
義
も
問
わ
れ
て
き
か
ね
ま

せ
ん
。見

せ
方
に
つ
い
て
言
う
と
、
作
家
が
フ
ィ
ル
ム
で
撮
っ
て
、

映
画
館
の
暗
闇
で
観
客
に
見
せ
た
い
映
画
は
、
＇
や
は
り
現
在

の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
き
ち
ん
と
上
映
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
い

作
品
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
ビ
デ
オ
で
直
接
概
っ
て
、
電

波
で
見
せ
る
と
い
う
形
も
で
て
く
る
で
し
ょ
う
。
乙

ま
た
、
今
、
小
さ
な
上
映
ホ
ー
ル
を
複
数
も
つ
シ
ネ
マ
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
流
行
っ
て
ま
す
が
、
劇
場
に
ま
で
足
を
運

ぶ
以
上
、
大
き
な
立
派
な
画
面
が
よ
い
と
い
う
方
向
に
ま
た

戻
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
c

見
せ
方
は
非
常
に
流
動
的
だ
と
思

い
ま
す
。

篠
田
ア
メ
リ
カ
は
ち
ょ
っ
と
そ
の
傾
向
が
出
て
き
た
ん
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
大
型
の
シ
ネ
マ
ス
コ
ー
プ
に
な

っ
て
き
て
ま
す
も
の
ね
。

高
野
え
え
。
し
か
し
r

ど
ん
な
に
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、

詩
や
文
字
の
活
字
文
化
は
残
り
、
絵
画
、
音
楽
や
洞
劇
が
人

間
の
心
を
打
つ
の
と
同
様
に
、
映
酉
は
芸
術
と
し
て
存
在
す

る
で
し
ょ
う
。

人
間
に
感
動
を
与
え
る
と
い
う
映
画
の
原
点
は
、
ど
の
よ

う
に
ハ
ー
ド
が
変
わ
ろ
う
と
も
生
き
っ
づ
け
る
と
思
い
ま
す
。

山
田
品
田
先
生
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

昂
田
フ
ィ
ル
ム
が
な
く
な
る
か
ど
う
か
、
ア
ナ
ロ
グ
が
デ

ジ
タ
応
に
変
わ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

f

た
ぶ
ん
両
方

存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
ど
ん
ど
ん
進
抒
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
が
、
ど
ち
ら
か
が
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
ー
に
な
っ
て
、

9

ど
ち
ら
か
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

映
画
と
技
術
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
言
え
ば
、
映
画
の
歴

史
を
見
ま
す
と
、
技
術
革
新
が
ソ
フ
ト
を
刺
激
し
て
い
い
も

の
が
作
ら
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
ず
っ
と
あ
る
わ
け
で
す
。

お
そ
ら
＇
＼
ま
ず
新
し
い
表
現
機
能
を
持
っ
た
ハ
ー
ド
が
出

て
き
て
、
そ
れ
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
中
身
を
作
っ
て
い
く
と

い
う
形
で
、
映
像
文
化
全
体
が
発
展
し
て
い
く
の
で
は
な
い
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