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シ
ン
ク
ロ
／
非
シ
ン
ク
ロ
、
あ
る
い
は
六
〇
年
代
に
お
け
る

日
本
映
画
と
フ
ラ
ン
ス
映
画
評
論
と
の
す
れ
ち
が
い

マ
チ
ュ
ー
・
カ
ペ
ル

１　

国
際
同
時
性
の
錯
覚

六
〇
年
代
に
活
躍
し
た
、
い
わ
ゆ
る
日
本
映
画
の
新
し
い
世
代
は
、
フ

ラ
ン
ス
で
は
ど
の
よ
う
に
よ
ま
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
の
か
、

と
問
う
と
、
映
画
界
ど
こ
ろ
か
、
映
画
評
論
の
世
界
に
属
し
て
い
な
い
よ

う
な
人
物
が
ふ
と
登
場
し
ま
す
。

そ
れ
は
、
皆
様
ご
存
知
の
記
号
学
者
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
で
す
。

一
九
六
六
年
に
初
め
て
来
日
し
、
そ
し
て
六
八
年
ま
で
の
間
に
三
回
も
日

本
に
滞
在
し
た
バ
ル
ト
は
、
や
が
て
「
表
徴
の
帝
国
」
を
発
表
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
出
版
の
数
ヶ
月
前
、
六
八
年
十
二
月
に
、
映
画
雑

誌
「
映
像
と
音
」
のG

u
y G

au
th

ier

とP
h
ilip

p
e P

ilard

の
取
材
に
応

じ
て
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
ま
す
。

「
日
本
映
画
と
い
う
表
現
に
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
日
本
で
は
な
く

映
画
で
す
」

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
は
、
映
画
に
出
て
い
る
俳
優
の
体(

あ
る
い

は
バ
ル
ト
の
言
う「
身
体
美
」)

は
、
街
で
見
か
け
る
誰
も
の
体
と
は
違
い
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
映
画
の
本
質
に
は
非
日
本
的
な
「
何
か
」
が
入
る
と
バ

ル
ト
は
考
え
る
か
ら
で
す
。
と
は
い
え
、
今
引
用
し
た
こ
の
文
章
は
日
本

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
無
視
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
偏
見
な
く
日
本
映
画
を

読
み
取
る
た
め
の
約
束
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
思
っ
て
、
バ
ル
ト

の
言
葉
を
私
は
日
本
映
画
研
究
者
と
し
て
、
自
分
の
信
念
に
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
四
年
後
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
蓮
實
重
彦
の
取
材
に
応

じ
、
二
年
前
に
出
版
さ
れ
た
「
表
徴
の
帝
国
」
に
つ
い
て
あ
る
種
の
屈
折
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し
た
眼
差
し
を
告
白
し
ま
す
（
蓮
實
重
彦
「
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
―
―
言
語

の
悲
劇
性
と
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」『
海
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
四

月
号
、
一
八
八
頁
）。

「
タ
イ
プ
の
分
量
に
し
て
六
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
、
わ
た

し
が
好
き
だ
っ
た
国
、
と
い
う
よ
り
恋
す
る
よ
う
に
愛
し
て
し
ま
っ

た
国
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
し
た
国
を
め
ぐ
っ
て
発
表
し
た

と
き
に
、
日
本
人
が
そ
こ
に
自
分
の
姿
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
は
、
す
ぐ
理
解
で
き
ま
し
た
。」

こ
う
い
う
発
言
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
し
ょ
う
か
。「
Ｓ
／
Ｚ
」
と
「
表

徴
の
帝
国
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
バ
ル
ト
は
七
〇
年
代
の
曲
が
り
角
に
あ

た
り
、
シ
ス
テ
ム
の
客
観
性
を
批
判
し
、
だ
ん
だ
ん
主
観
的
な
立
場
を
と

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日
本
を
語
る
場
合
も
、
そ
れ
は
夢
で
見
た
日
本
に

す
ぎ
ず
、
街
を
ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
よ
う
に
、
日
本
と
い
う
書
物
を
読
み
取
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
多
分
に
当
然
な
態
度
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
文
章
を
比
較
し
て
現
れ
る
そ
の
ず
れ
に
、
注
意

す
べ
き
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
明
ら
か
に
見
え
る
の
は
、
ア
プ

ロ
ー
チ
の
変
更
で
あ
り
、
も
う
日
本
の
現
実
を
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、

夢
想
の
日
本
を
描
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
蓮
實
重
彦
が
い
っ

た
よ
う
に
、
そ
の
点
に
お
い
て
「
表
徴
の
帝
国
」
は
け
っ
し
て
日
本
に
関

す
る
書
物
と
し
て
読
み
取
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

バ
ル
ト
も
熟
知
し
、
自
身
の
作
品
の
冒
頭
で
警
告
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

描
か
れ
た
国
は
日
本
で
は
な
く
、
詩
人
ア
ン
リ
・
ミ
シ
ョ
ー
が
想
像
し
た

「G
ran

d
e G

arab
agn

e

」
の
よ
う
な
嘘
の
国
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

今
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
の
は
、
バ
ル
ト
の
主
張
が
あ
く
ま
で
も
曖
昧
で

あ
る
が
故
に
、
蓮
實
重
彦
の
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
で
も
フ
ラ
ン
ス

に
は
日
本
学
に
属
す
る
書
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

で
は
、
私
が
映
画
と
は
関
係
の
な
さ
そ
う
な
寄
り
道
を
し
た
理
由
を
説

明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。「
映
像
と
音
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
暗

示
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
で
も
バ
ル
ト
は
映
画
評
論
の
世
界
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
い
え
る
か
ら
で
す
。
い
や
む
し
ろ
、
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

言
う
よ
り
も
、
バ
ル
ト
の
白
昼
夢
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
評
論
家
が
皆
日
本
に

求
め
て
い
た
「
何
か
」
と
合
致
し
て
い
た
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
良
い
で
し

ょ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
目
に
は
日
本
は
あ
く
ま
で
も
他
者
で
あ
り
、

自
分
自
身
が
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
欧
米
の
世
界
に
依
存
す
る
状
態
を
避
け

て
み
よ
う
と
し
て
も
、
日
本
を
欧
米
と
は
無
縁
の
「
ど
こ
か
」
と
し
か
思

え
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
映
画
へ
の
受
け
入
れ
を
論
じ
る

場
合
、
そ
の
条
件
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
吉
田
、
大
島
、
篠
田
、
今
村
、
羽
仁
ら
が
活
発
に
活

動
し
て
い
た
六
〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
「
日
本
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
」

期
、
あ
る
い
は
、
草
月
ホ
ー
ル
や
新
宿
文
化
ホ
ー
ル
の
国
際
交
流
に
よ
っ

て
国
際
同
時
性
が
演
出
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
あ
ま
り
に
も
遠

い
場
所
に
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
映
画
評
論
家
た
ち
は
、
そ
れ
を
無
視
し
て
、

そ
の
同
時
性
を
観
念
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
改
め
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て
言
う
と
、
彼
ら
が
日
本
に
求
め
て
い
た
も
の
は
、
日
本
人
向
け
で
な
い

「
な
に
か
」
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
基
本
的
な
ず
れ
の
例
と
し
て
次
の

よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
は
、

国
際
同
時
性
に
踏
ま
え
て
日
本
の
新
し
い
潮
流
の
重
大
さ
を
強
調
し
て
い

た
の
で
は
な
く
、
逆
に
日
本
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
が
批
判
し
て
い

た
溝
口
健
二
監
督
の
優
秀
さ
を
謳
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
あ
ま

り
に
も
皮
肉
な
こ
と
で
し
た
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
が
日
本
映
画
の
読
み
方
に
ど
の
よ
う
に
左
右

し
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
か
ら
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
が
、
そ
の
前
に
、
日
本
映
画
は
ど
の
程
度
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
の

か
と
い
う
問
い
に
答
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

２　

六
〇
年
代
の
日
本
映
画
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
の
反
響　
　
　
　

　
　

ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
演
劇
祭
の
画
期
的
な
き
っ
か
け

六
〇
年
代
と
は
言
っ
て
も
、
最
初
は
七
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
「
表
徴
の

帝
国
」
の
影
響
を
論
じ
ま
し
た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
確
実
に
も

う
ひ
と
つ
の
ず
れ
を
指
摘
す
る
た
め
で
す
。
と
い
う
の
は
、
六
〇
年
代
の

日
本
映
画
の
発
見
は
、
バ
ル
ト
の
書
物
の
出
版
と
ほ
と
ん
ど
重
な
り
、
と

て
も
遅
か
っ
た
の
で
す
。
六
九
年
七
月
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
演
劇
祭
が
そ
の
き

っ
か
け
で
し
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
映
画
の
新
人
監
督
が
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
六
三
年
に
今
村
昌
平

監
督
の
「
豚
と
軍
艦
」
が
公
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
ュ

フ
ォ
ー
は
、
確
か
に
あ
の
映
画
は
日
本
映
画
の
普
通
の
流
れ
と
は
違
っ
た

作
品
だ
、
と
雑
誌C

ah
iers d

u
 C

in
ém

a

で
論
じ
ま
し
た
。
言
う
ま
で

も
な
く
、「
砂
の
女
」
で
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
審
査
員
特
別
賞
を
受
賞
し

た
勅
使
河
原
宏
も
、
注
目
を
浴
び
て
い
る
監
督
で
し
た
。
そ
の
興
味
の
芽

生
え
の
兆
し
と
し
て
、C

ah
iers d

u
 cin

ém
a

は
六
五
年
五
月
の
一
六
六

号
で
日
本
映
画
特
集
を
組
み
ま
す
。
そ
の
特
集
に
は
野
心
的
な
意
図
が
あ

っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
映
画
史
が
ま
だ
ば
ら
ば
ら
に
把
握
さ

れ
て
い
る
証
拠
で
も
あ
り
ま
し
た
。
依
田
義
賢
に
よ
る
溝
口
健
二
監
督
に

関
す
る
証
言
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ド
ゥ
ー
ル
に
よ
る
日
本
映
画
の
二
〇
年

代
レ
ポ
ー
ト
の
他
に
、
同
じ
サ
ド
ゥ
ー
ル
に
よ
る
新
人
監
督
四
人
、
羽
仁
、

勅
使
河
原
、
浦
山
、
そ
し
て
ひ
げ
を
生
や
し
て
い
た
全
く
知
ら
れ
て
い
な

い
大
島
渚
と
の
鼎
談
、
最
後
に
皆
様
ご
存
知
の
山
田
宏
一
に
よ
る
今
村
昌

平
論
。
今
日
最
も
興
味
深
く
読
め
る
の
は
、
き
っ
と
そ
の
最
後
の
記
事
で

あ
り
、
当
時
のC

ah
iers d

u
 cin

ém
a

編
集
部
に
は
、
日
本
映
画
に
お

い
て
山
田
宏
一
の
影
響
が
多
分
に
大
き
か
っ
た
と
指
摘
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
の
今
村
昌
平
論
は
み
ご
と
で
は
あ
っ
て
も
、
例
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
あ
わ
せ
る
と
、
今
村
監
督
と
そ
の
四
人
と
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
日
本
映
画
の
風
景
は
ど
の
よ
う
に
か
た
ど
ら
れ

た
か
は
余
り
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
完
全
な
未
知
の
世
界
と
し
て
現
れ
る

の
で
す
。
従
っ
て
そ
の
五
人
の
監
督
た
ち
が
空
虚
に
解
き
放
さ
れ
た
個
々

の
映
画
人
と
し
て
現
れ
、
そ
の
独
特
の
映
画
世
界
の
生
き
様
は
未
知
の
ま

ま
に
な
り
ま
す
。



41

シンクロ／非シンクロ、あるいは六〇年代における日本映画とフランス映画評論とのすれちがい

そ
の
点
に
お
い
て
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
映
画
特
集
の
重
点
が
そ
こ
に
あ

る
と
い
え
る
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
映
画
評
論
界
に
と
っ
て
、

日
本
映
画
の
新
し
い
世
代
を
理
解
し
て
分
析
す
る
過
程
の
発
端
と
な
っ
た

に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
映
画
祭
で
は
ど
の
よ
う
な
作
品
が
上
映
さ
れ
た
で
し

ょ
う
か
。
吉
田
、
羽
仁
、
篠
田
、
勅
使
河
原
な
ど
の
作
品
が
お
よ
そ
十
本
、

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
大
島
渚
も
。
一
番
知
ら
れ
て
い
た
の
は
羽
仁
で
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
数
ヶ
月
前
に
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
ア
ン

リ
・
ラ
ン
グ
ロ
ア
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
作
品
を
上
映
し
た
か
ら
で

す
。
他
に
は
「
新
宿
泥
棒
日
記
」、「
絞
死
刑
」、「
心
中
天
網
島
」、「
初
恋

　

地
獄
篇
」、
そ
し
て
も
う
二
度
と
上
映
で
き
な
い
「
エ
ロ
ス
プ
ラ
ス
虐

殺
」
完
全
版
。
た
し
か
に
、
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
Ａ
Ｔ
Ｇ
特
集
に
み
え
ま
す
。

そ
の
な
か
に
、
い
く
つ
か
の
作
品
も
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
六
八
年
十
一
月
の
例
の
雑
誌
、「
映

像
と
音
」
の
日
本
映
画
に
関
す
る
鼎
談
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
と
て
も
有
名

な
評
論
家
、
ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
ー
シ
ェ
と
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
モ
ン
が
相
変
わ
ら
ず
、

日
本
一
の
監
督
は
黒
沢
か
溝
口
か
と
、
ま
だ
論
じ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ

は
新
し
い
世
代
を
全
く
知
ら
な
い
こ
と
も
意
味
し
ま
し
た
。
そ
の
点
に
お

い
て
、
六
九
年
の
発
見
は
本
当
の
意
味
で
の
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
冗
談
に

見
え
る
ほ
ど
馬
鹿
馬
鹿
し
い
コ
メ
ン
ト
を
一
般
の
日
刊
新
聞
や
週
刊
誌
は

発
表
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
週
刊
誌L’E

xp
ress

が
、
あ
る
映
画
の
新

し
さ
を
論
じ
よ
う
と
し
て
、「
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
を
履
い
た
り
ス
ー
ツ
を
着

た
り
す
る
ニ
ッ
ポ
ン
」
と
い
う
題
名
の
記
事
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

注
目
に
値
し
な
い
こ
と
で
す
が
、
日
本
映
画
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
の
真
ん
中

に
開
け
ら
れ
た
ギ
ャ
ッ
プ
を
示
す
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
五
〇
年
代

の
巨
匠
、
そ
し
て
、
松
竹
や
映
画
会
社
の
枠
に
と
ら
わ
れ
た
映
画
を
全
く

知
ら
ず
、Ａ
Ｔ
Ｇ
の
大
島
、吉
田
や
羽
仁
ぐ
ら
い
し
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

３　

映
画
評
論
界
が
日
本
映
画
の
新
し
い
潮
流
を
見
る　
　
　
　
　
　
　

　
　

そ
の
三
つ
の
特
徴
、
二
つ
の
中
心

映
画
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
映
画
評
論
の
読
み
取
り
方
を
簡
潔
に
集
約
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
次
の
三
つ
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
皆

様
ご
承
知
の
よ
う
に
、
時
間
的
な
遅
れ
と
ず
れ
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
も
う

ひ
と
つ
は
、
欧
米
文
明
に
対
す
る
代
替
の
モ
デ
ル
を
ひ
た
す
ら
強
調
す
る

意
思
。
た
と
え
ば
、
七
〇
年
十
月
のC

ah
iers d

u
 cin

ém
a

の
日
本
映

画
特
集
の
冒
頭
に
は
、
次
の
目
的
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
た
だ
情
報
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
た
ち
欧
米
人
の
思

想
の
基
準
に
還
元
で
き
な
い
論
理
と
し
て
日
本
映
画
を
論
じ
た
い
と

い
う
意
思
は
、
今
ま
で
の
欧
米
の
考
え
方
と
比
較
し
よ
う
と
い
う
試

み(

ユ
マ
ニ
ス
ム
と
か)

、
あ
る
い
は
こ
ち
ら
の
視
点
か
ら
の
感
覚

の
欠
如
に
対
し
て
も
、
今
、C

ah
iers d

u
 cin

ém
a

の
評
論
家
た
ち

の
位
置
づ
け
を
定
義
せ
ず
に
は
お
か
な
い
」

と
、
主
張
す
る
の
で
す
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
避
け
よ
う
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と
し
て
、
次
に
は
こ
う
い
う
風
に
続
き
ま
す
。

「
い
か
な
る
東
洋
文
化
で
も
観
察
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
重

点
を
二
つ
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
東
洋
と
唯
物
論
と

の
関
係
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
東
洋
が
非
表
音
文
字
の
場
で
あ
る
こ
と

で
す
」

そ
し
て
最
後
の
三
つ
目
の
特
徴
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
無
知
で

す
。映

画
会
社
と
映
画
監
督
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
映
画
界
の

危
機
的
な
状
況
も
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
社
会
全
体
の
現
代
史
と
そ

の
賭
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
な
い
の
で
す
。
驚
く
ほ
ど
、M

ai 68

、

五
月
革
命
の
国
で
は
、
反
戦
闘
争
、
大
学
闘
争
や
東
京
战
争
な
ど
の
こ
と

は
全
く
無
視
さ
れ
、
ど
の
映
画
論
を
読
ん
で
も
一
回
も
論
じ
ら
れ
て
は
い

ま
せ
ん
。

で
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
日
本
映
画
を
語
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
今
述
べ
た
そ
の
三
つ
の
特
徴
は
当
時
ど
の
映
画
論
を
読
ん
で
も
現
れ

る
の
で
す
が
、
事
実
、
ほ
か
の
区
別
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
はC

ah
iers d

u
 cin

ém
a

の
引
用
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
日
本

の
い
わ
ゆ
る
ヌ
ー
ベ
ル
バ
ー
グ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
映
画
評
論
界
に
は

二
つ
の
拠
点
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
、
資
料
整
理
と
い
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
り
、
ほ
か
は
、
よ
り
美
学
的
で
分
析
的
な
ア
ン
グ
ル
を
と
る
ア
プ
ロ
ー

チ
で
す
。
た
だ
の
偶
然
で
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
二
つ
の
拠

点
は
フ
ラ
ン
ス
評
論
界
の
規
則
的
対
立
、
雑
誌P

o
sitif

対C
ah

iers d
u
 

cin
ém

a

を
蘇
ら
せ
る
の
で
す 

。

　
「
儀
式
」
が
公
開
さ
れ
た
と
き
のP

o
sitif

誌
（
七
二
年
十
月
、
一
四
三

号
）、
大
島
渚
特
集
を
少
し
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
映
画
論
自
体
の
ほ

か
に
、「
儀
式
」
の
脚
本
の
抜
粋
や
、
日
本
近
代
史
の
年
表
、
登
場
人
物

の
桜
田
家
の
系
譜
が
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
大
島
の
次
の
映
画
、

「
夏
の
妹
」
が
日
本
で
封
切
ら
れ
た
際
の
読
売
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
瓦
端

ネ
イ
に
よ
る
大
島
監
督
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
、
創
造
社
の
メ
ン
バ
ー
や
風

景
論
の
セ
オ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
松
田
政
男
に
よ
る
「
夏
の
妹
」
評
論
を
も

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
後
に
は
、
大
島
渚
著
の
六
三
年
映
画
論
「
日
本

映
画
の
状
況
と
主
体
」
の
仏
訳
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
見
る
と
、
見
事
に
構
成
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
詳

し
く
調
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
確
か
に
ど
こ
の
雑
誌
に
も
見
ら
れ
な
い
綿

密
さ
で
す
。
充
分
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
る
映

画
評
よ
り
も
、
日
本
の
資
料
を
集
め
翻
訳
し
て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
の
ア

ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
対
し
て
の
無
知
を
告
白
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

余
り
に
も
酷
い
話
な
の
で
す
が
、
松
田
政
男
で
は
な
く
、
誰
も
知
ら
な
い

「
ナ
ツ
ダ
マ
サ
オ
」
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
の

七
二
年
に
は
、
寺
山
修
二
で
は
な
く
「
テ
レ
ヤ
マ
シ
ュ
ウ
ジ
」
の
映
画
が

論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
の
「
ナ
ツ
ダ
マ

サ
オ
」
は
誰
な
の
か
、
映
画
界
に
何
の
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
大
島
の

創
造
社
と
の
関
係
な
ど
、
い
ま
だ
未
知
な
ま
ま
で
す
。
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シンクロ／非シンクロ、あるいは六〇年代における日本映画とフランス映画評論とのすれちがい

そ
の
点
に
お
い
て
は
、C

ah
iers d

u
 cin

ém
a

の
ほ
う
が
い
い
の
で
し

ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
調
べ
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
映
画
監
督
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
取
材
を
し
て
い
ま
す
。
大
島
、
羽
仁
、

吉
田
、
増
村
な
ど
。
映
画
自
体
に
対
し
て
は
、
自
分
た
ち
の
手
で
映
像
分

析
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
映
画
と
の
一
体
感

を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。「
儀
式
」
と
「
エ
ロ
ス
プ
ラ
ス

虐
殺
」
は
ス
ト
ロ
ー
ブ
・
ウ
イ
レ
ー
と
ゴ
ダ
ー
ル
に
近
い
と
か
、
ブ
レ
ヒ

ト
の
演
劇
や
セ
オ
リ
ー
を
真
似
て
い
る
と
か
、
そ
ん
な
風
に
論
じ
る
の
で

す
。
こ
こ
に
も
、
ふ
と
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
肖
像
が
登
場
し
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
当
時
のC

ah
iers d

u
 cin

ém
a

で
は
、
記
号
学
と
構
造
主
義
を

ふ
ま
え
て
論
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。
バ
ル
ト
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ

ァ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ソ
レ
ル
ス
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
引
用
が
記
事
の

中
に
、
あ
る
い
は
そ
の
冒
頭
に
何
回
も
掲
げ
ら
れ
る
の
で
す
。
特
に
大
き

い
の
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
影
響
で
し
た
。

な
か
で
も
、
精
神
分
析
の
語
彙
が
一
番
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
去
勢
と
イ

ン
ポ
テ
ン
ツ
、
父
の
名
と
超
越
性
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
過
剰
使
用
。
今
、

監
督
と
し
て
活
動
す
る
パ
ス
カ
ル
・
ボ
ニ
ゼ
ー
ル
の
映
画
論
を
よ
む
と
、

精
神
分
析
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
組
み
合
わ
せ
で
論
じ
て
い
ま
す
。
最
後

に
狙
わ
れ
て
い
る
の
は
、
表
象
（rep

résen
tatio

n

）、
映
画
自
体
の
指
示

対
象
的
錯
覚
（illu

sio
n
 référen

tielle

）
を
資
本
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
批
判
し
告
発
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
武
器
と
し
て
一

番
効
果
的
な
も
の
は
演
劇
か
演
劇
性
で
あ
る
と
書
く
の
で
す
が
、
ブ
レ
ヒ

ト
の
演
劇
、
バ
ル
ト
の
思
想
の
影
響
も
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
日
本
映
画
監
督
の
場
合
、
大
島
や
吉
田
の
映
画
の
中
の

演
劇
性
の
利
用
は
当
然
な
こ
と
と
し
て
み
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
性

を
表
す
能
、
歌
舞
伎
な
ど
の
伝
統
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
映
画
の
中
に
輸

入
さ
れ
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
映
画
表
現
に
影
響
を
与
え
て
い
る
、
と
い

う
信
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
監
督
た
ち
は
、
そ
の
環
境
と

の
関
係
や
自
分
の
履
歴
や
思
想
が
な
ん
で
あ
っ
て
も
、
日
本
人
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
そ
の
映
画
作
品
が
お
の
ず
か
ら
演
劇
性
を
持
つ
と
言
い
、
あ
る

い
は
、
日
本
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
欧
米
の
発
明
で
あ
る
映
画
、
資
本
主

義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
明
で
あ
る
映
画
の
批
判
者
で
あ
る
の
は
当
然
な
こ

と
だ
、
と
述
べ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
日
本
映
画
に
対
す
る
ず
れ
、
或
い
は
そ
の
す
れ
違
い
の
起
源

は
そ
の
点
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ニ
ゼ
ー
ル
の
評
論

が
示
す
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
映
画
の
新
し
い
世
代
の
監
督
の
問
題
意
識

と
、
フ
ラ
ン
ス
評
論
家
の
映
画
自
体
へ
の
問
い
か
け
と
は
、
見
事
に
合
致

し
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
で
し
ょ
う
。
当
時
の
日
本
映
画
の
流
れ
を
分
析

す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
構
造
主
義
、
そ
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
問

題
、
主
に
こ
の
三
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
見
る
こ
と
で
き
ま
す
が
、
六
〇

年
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
流
行
し
て
い
た
思
想
も
同
様
で
し
た
。
ゆ
え
に
、
評

論
家
は
、
日
本
映
画
を
読
み
取
る
た
め
の
も
っ
と
も
適
切
な
武
器
を
持
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
芸
術
の
伝
統
、
あ
る
い
は
超
越
的
な
日
本
性
に

還
元
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
日
本
映
画
の
新
し
い
世
代
の
本
当
の
意
味

を
見
損
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


