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す
で
に
あ
る
芸
術
を
政
治
が
利
用
し
て
有
効
に
役
立
て
る
と
い
う
こ
と
は

い
く
ら
も
例
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
政
治
の
必
要
か
ら
新
た
に
あ
る
種
の

芸
術
を
生
み
出
し
、
し
か
も
短
期
間
に
そ
れ
を
完
成
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
で
、
い
ま
だ
か
つ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
芸

術
の
歴
史
に
記
さ
れ
た
た
め
し
は
な
い
。

　
太
平
洋
戦
争
が
開
始
さ
れ
て
以
来
、
外
地
向
け
映
画
の
問
題
が
や
か
ま
し

く
論
議
せ
ら
れ
、
各
人
各
様
の
説
が
横
行
し
て
い
る
が
具
体
的
に
は
何
の
成

果
も
あ
が
ら
な
い
の
は
芸
術
の
生
命
が
政
治
的
要
求
だ
け
で
自
由
に
な
ら
な

い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
あ
る
種
の
芸
術
が
昭
和
二
十
年
代
の
政
治
に
役
立
つ
た
め
に
は
、
遅
く
と
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も
そ
れ
が
昭
和
の
初
年
に
は
完
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
そ
の
た
め

に
は
す
で
に
明
治
大
正
の
こ
ろ
に
十
分
な
る
基
礎
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
明
治
大
正
の
こ
ろ
に
は
我
々
は
何
を
し
て
い
た
か
。
そ
し
て
君

た
ち
は
？

　
今
と
な
つ
て
外
地
へ
持
ち
出
す
一
本
の
映
画
も
な
い
と
叫
び
、
そ
の
原
因

を
あ
げ
て
映
画
芸
術
家
の
無
能
低
劣
の
ゆ
え
に
帰
し
、
口
を
極
め
て
こ
れ
を

の
の
し
る
人
が
あ
る
。

　
あ
あ
、
古
来
他
の
責
任
を
説
く
ほ
ど
や
す
い
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
物
事

が
解
決
す
る
な
ら
私
も
ま
た
よ
く
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

か
く
も
無
能
低
劣
な
る
我
々
に
映
画
を
任
せ
き
り
に
し
て
今
ま
で
省
み
よ
う

と
も
し
な
か
つ
た
の
は
だ
れ
の
責
任
で
あ
る
か
と
。
し
か
し
、
か
く
し
て
互
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に
ど
ろ
の
投
げ
合
い
を
す
れ
ば
お
互
が
ど
ろ
ま
み
れ
に
な
る
ば
か
り
で
つ
い

に
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
日
本
映
画
の
進
出
に
関
す
る
方
策
に
つ
い
て
は
今
ま
で
に
お
び
た
だ
し
い

議
論
が
く
り
返
さ
れ
た
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
そ

れ
を
二
つ
の
傾
向
に
わ
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
特
別
に
い

わ
ゆ
る
外
地
向
き
の
映
画
を
企
画
製
作
す
べ
し
と
い
う
意
見
。
他
の
一
つ
は
、

こ
と
さ
ら
に
外
地
向
き
な
ど
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
せ
ず
、
優
秀
な
る
映
画
さ

え
製
作
す
れ
ば
、
進
出
は
期
し
て
待
つ
べ
し
と
な
す
議
論
で
あ
る
。
こ
ま
か

く
拾
つ
て
行
け
ば
な
お
こ
の
ほ
か
に
も
い
く
ば
く
か
の
意
見
が
あ
る
で
あ
ろ

う
が
、
方
針
の
根
幹
は
お
よ
そ
右
の
二
途
に
尽
き
る
よ
う
で
あ
る
。

　
順
に
よ
つ
て
ま
ず
最
初
に
外
地
向
き
映
画
特
製
論
を
検
討
し
て
み
る
が
、
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こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
い
わ
ゆ
る
外
地
向
き
と
は
い
か
な
る
謂
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
者
は
簡
単
に
い
う
。
す
な
わ
ち
取
材
の
範
囲
を
拡
張

せ
よ
と
。
ま
た
い
う
。
雄
大
な
る
構
想
を
練
れ
と
。
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
も
結

構
な
る
議
論
で
あ
る
。
私
に
は
こ
れ
ら
の
意
見
に
反
対
す
る
い
さ
さ
か
の
理

由
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
当
然
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
で
き

る
と
き
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
今
日
い
つ
て
今
日
で
き

る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
も
ま
た
、
い
う
こ
と
の
あ
ま
り

に
や
す
き
を
嘆
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
試
み
に
思
え
、
国
民
学
校
の
一
年
生
で
も
、
今
日
先
生
の
教
え
を
理
解
し

得
る
の
は
過
去
六
年
間
の
家
庭
の
薫
陶
が
基
礎
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

我
々
の
過
去
に
何
の
薫
陶
が
あ
つ
た
か
！
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説
く
も
の
は
ま
た
い
う
。
せ
り
ふ
の
多
い
映
画
は
不
向
き
で
あ
る
か
ら
、

極
力
せ
り
ふ
を
少
な
く
し
、
動
き
を
多
く
し
、
あ
た
う
べ
く
ん
ば
活
劇
風
の

も
の
を
作
れ
と
。

　
あ
る
い
は
そ
れ
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
な
す
た
め
に
は
複
雑

な
内
容
を
忌
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
つ
て
我
々
は
意
識
的
に
一
応

退
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
歩
で
も
半
歩
で
も
絶
え
ず
前
へ
進
む
と
こ

ろ
に
芸
術
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
の
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
。
う
し
ろ
へ
進
め
と
い

わ
れ
て
熱
情
を
湧
か
し
得
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
。

　
説
を
な
す
も
の
は
さ
ら
に
い
う
。
畳
の
上
に
坐
臥
す
る
日
本
の
風
習
は
彼

ら
の
わ
ら
い
を
買
う
か
ら
お
も
し
ろ
く
な
い
。
百
姓
の
生
活
は
見
せ
な
い
ほ

う
が
よ
い
。
貧
し
い
階
級
の
生
活
は
見
せ
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
あ
る
い
は
い
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わ
く
何
。
い
わ
く
何
。

　
こ
こ
に
い
た
つ
て
私
は
彼
ら
に
反
問
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も

君
た
ち
は
映
画
を
何
と
心
得
て
い
る
の
か
と
。
国
民
の
生
活
を
反
映
し
な
い

よ
う
な
映
画
は
す
で
に
映
画
で
は
な
い
の
だ
。
芸
術
と
は
民
族
の
生
活
の
う

え
に
咲
く
花
な
の
だ
。

　
他
国
の
人
間
の
し
り
馬
に
乗
つ
て
、
百
姓
の
姿
を
醜
く
感
じ
る
よ
う
な
も

の
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
百
姓
の
姿
は
醜
く
、
背
広
を
着
た
月
給
取
り
は
美

し
い
と
い
う
の
か
。
そ
し
て
、
貧
し
い
勤
労
者
の
生
活
を
描
く
こ
と
は
恥
辱

で
、
富
み
て
ひ
ま
多
き
人
種
を
描
く
こ
と
は
光
栄
な
の
か
。
世
界
の
ど
こ
に

貧
者
の
お
ら
ぬ
国
が
あ
ろ
う
。
世
界
の
経
済
は
、
そ
し
て
国
家
の
生
活
力
は

ほ
と
ん
ど
彼
ら
貧
し
い
も
の
の
勤
労
に
よ
つ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
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か
。

　
か
く
の
ご
と
き
重
要
な
る
国
家
の
構
成
分
子
の
生
活
を
除
外
し
て
ど
こ
に

芸
術
が
あ
ろ
う
。
日
本
に
は
百
姓
も
い
な
い
。
貧
者
も
い
な
い
。
い
る
の
は

軍
人
と
金
持
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
立
派
な
洋
館
に
住
み
、
洋
服
を
着
て
椅

子
に
腰
掛
け
、
動
け
ば
雄
大
な
る
構
想
を
も
つ
て
大
活
躍
を
演
ず
る
と
い
う

の
が
彼
ら
の
い
う
外
地
向
き
の
映
画
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
映
画
の
作
れ
る

人
は
作
る
が
よ
い
。
私
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
第
二
の
意
見
の
検
討
に
移
る
。
す
な
わ
ち
優
秀
な
る
映
画
さ
え
作

れ
ば
、
進
出
は
期
し
て
待
つ
べ
し
と
い
う
説
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
説
は

あ
る
程
度
ま
で
正
し
い
。
し
か
し
要
す
る
に
あ
る
程
度
ま
で
で
あ
る
。

　
な
ぜ
か
。
今
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
。
芸
術
が
民
族
の
生
活
の
う
え
に
咲
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く
花
だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
す
で
に
い
つ
た
。
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
芸
術
に
は
国
際
性
も
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
芸
術
に
し
て
し
か
も
国
際

性
を
持
つ
も
の
は
、
そ
の
属
す
る
民
族
の
生
活
を
う
る
お
し
た
う
え
、
さ
ら

に
流
出
し
国
境
の
外
へ
ひ
ろ
が
つ
て
行
く
。
し
か
し
い
か
に
優
れ
た
芸
術
で

も
あ
ま
り
に
も
民
族
性
が
濃
厚
で
国
際
性
に
乏
し
い
場
合
は
他
邦
で
理
解
せ

ら
れ
ず
、
し
た
が
つ
て
国
境
を
越
え
な
い
場
合
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
芭
蕉
の
俳
句
で
あ
る
。
万
葉
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
民
族
の

芸
術
と
し
て
は
世
界
に
誇
つ
て
い
い
も
の
で
あ
る
が
国
際
性
は
な
い
。
し
か

る
に
浮
世
絵
の
場
合
に
な
る
と
、
あ
れ
ほ
ど
民
族
性
が
濃
厚
で
あ
り
な
が
ら
、

造
型
芸
術
な
る
ゆ
え
に
案
外
理
解
せ
ら
れ
て
国
境
を
越
え
て
行
つ
た
。
（
あ

る
い
は
浮
世
絵
の
持
つ
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
が
多
分
に
働
い
て
い
る
か
も
し
れ
な

10映画と民族性



い
が
。
）

　
こ
こ
に
は
む
ろ
ん
芸
術
の
範
疇
の
問
題
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
絵
画
は
文
学

よ
り
も
国
際
性
が
あ
り
、
散
文
は
詩
よ
り
も
国
際
性
に
富
む
と
い
う
類
で
あ

る
。

　
た
と
え
ば
ユ
ゴ
ー
と
い
え
ば
我
々
は
す
ぐ
に
「
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
」
を
想

起
す
る
が
、
彼
の
本
国
に
お
い
て
散
文
作
家
と
し
て
の
ユ
ゴ
ー
よ
り
も
詩
人

と
し
て
の
ユ
ゴ
ー
の
ほ
う
が
は
る
か
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
我
々
は
ユ
ゴ
ー
に
詩
が
あ
る
こ
と
さ
え
ろ
く
に
知
ら
な
い
。
こ
の
一

例
は
芸
術
の
範
疇
に
よ
つ
て
国
際
性
に
径
庭
の
あ
る
事
実
を
端
的
に
物
語
つ

て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
価
値
の
高
い
も
の
で
さ
え
あ
れ
ば
国
際
性
を
持

つ
と
い
う
意
見
が
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
こ
と
を
証
拠
立
て
て
も
い
る
の
で
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あ
る
。

　
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
過
去
に
お
い
て
外
国

の
探
偵
小
説
を
読
み
、
そ
れ
ら
の
作
家
の
名
前
ま
で
お
ぼ
え
て
し
ま
つ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
と
は
比
較
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
作
家
で
あ
る
鴎
外
の

名
を
知
つ
て
い
る
外
国
人
が
果
し
て
何
人
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
ま
た
国

際
性
が
決
し
て
価
値
に
比
例
し
な
い
実
例
を
見
る
。

　
優
れ
た
作
品
を
作
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
易
々
と
国
外
に
進
出
す
る

と
い
う
楽
観
論
は
、
芸
術
に
国
際
性
の
み
を
認
め
て
民
族
性
の
あ
る
こ
と
を

見
落
し
た
ず
さ
ん
な
議
論
で
あ
つ
て
ま
だ
思
考
が
浅
い
の
で
あ
る
。

　
い
ま
、
日
本
の
政
治
は
何
よ
り
映
画
の
国
際
性
を
利
用
し
よ
う
と
焦
つ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
特
に
為
政
者
に
深
く
考
え
て
も
ら
い
た
い
こ
と
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は
芸
術
に
お
い
て
は
国
際
性
と
い
う
も
の
は
む
し
ろ
第
二
義
の
問
題
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
芸
術
に
お
け
る
第
一
義
の
問
題
は
何
か
。
他
な

し
。
芸
術
の
第
一
義
は
実
に
民
族
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
諸
君
は
ハ
マ
モ
ノ
と
い
う
言
葉
を
知
つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
換
え
れ

ば
横
浜
芸
術
で
あ
る
。
民
族
に
根
ざ
し
、
民
族
に
生
れ
た
芸
術
が
、
自
己
の

民
族
に
対
す
る
奉
仕
を
忘
れ
て
国
際
性
を
第
一
義
と
し
、
輸
出
を
目
的
と
し

た
場
合
、
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
ハ
マ
モ
ノ
に
転
落
し
国
籍
不
明
の
混
血
児
が
で

き
あ
が
る
の
で
あ
る
。
「
新
し
き
土
」
は
そ
の
悲
惨
な
る
一
例
で
あ
る
。
こ

の
種
の
も
の
は
芸
術
国
日
本
の
真
価
を
傷
つ
け
こ
そ
す
れ
、
決
し
て
真
の
意

味
の
政
治
に
役
立
つ
は
ず
は
な
い
と
私
は
今
に
し
て
確
信
す
る
。

　
く
り
返
し
て
い
う
。
芸
術
は
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
民
族
の
も
の
で
あ
る
。
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し
た
が
つ
て
自
己
の
所
属
す
る
民
族
に
奉
仕
す
る
以
外
に
は
何
ご
と
も
考
え

る
必
要
は
な
い
。
い
な
、
む
し
ろ
考
え
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
自
己
の
民

族
へ
の
奉
仕
を
ま
つ
と
う
し
、
民
族
芸
術
と
し
て
の
責
務
を
は
た
し
た
う
え
、

さ
ら
に
余
力
を
も
つ
て
国
境
を
越
え
て
行
く
な
ら
、
そ
れ
は
よ
ろ
こ
ば
し
い

こ
と
で
あ
る
が
、
最
初
か
ら
他
の
民
族
へ
の
迎
合
を
考
え
て
右
顧
左
眄
し
始

め
た
ら
そ
れ
は
す
で
に
芸
術
の
自
殺
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
民
族
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
事
情
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
ア
メ

リ
カ
の
事
情
が
あ
り
、
我
々
に
は
我
々
の
事
情
が
あ
る
。
彼
の
民
族
の
垣
は

低
く
、
我
が
民
族
の
垣
は
高
い
の
で
あ
る
。

　
垣
と
は
す
な
わ
ち
風
俗
、
習
慣
、
言
語
の
隔
て
を
意
味
す
る
。

　
我
が
た
た
み
に
坐
し
、
彼
が
椅
子
に
倚
る
の
は
風
俗
習
慣
の
差
で
あ
つ
て
、

14映画と民族性



そ
れ
が
た
だ
ち
に
文
化
の
高
低
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
か
つ
て
安
田
靱
彦
は
黄
瀬
川
の
陣
に
相
会
す
る
頼
朝
義
経
の
像
を
画
い
て

三
代
美
術
の
精
粋
を
う
た
わ
れ
た
が
、
殊
に
図
中
頼
朝
の
坐
像
の
美
し
さ
は

比
類
が
な
い
。
ま
た
、
室
町
期
以
降
の
多
く
の
武
将
の
坐
像
、
あ
る
い
は
後

醍
醐
天
皇
の
坐
像
の
安
定
し
た
美
し
さ
な
ど
、
所
詮
椅
子
に
腰
掛
け
て
い
る

人
種
の
う
か
が
い
知
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
私
は
こ
れ
ら
の
美
を
解
し

得
な
い
彼
ら
に
む
し
ろ
同
情
を
禁
じ
得
な
い
。

　
我
々
の
感
じ
る
美
、
我
々
を
刺
戟
す
る
芸
術
的
感
興
は
、
常
に
あ
る
が
ま

ま
な
る
民
族
の
生
活
、
そ
の
風
俗
習
慣
の
中
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
他
民
族
が
も
し
も
我
々
の
映
画
の
中
に
畳
の
上
の
生
活
を
見
て
醜
い
と
い

う
な
ら
ば
見
て
も
ら
わ
ぬ
ま
で
で
あ
る
。
他
民
族
の
意
を
迎
え
る
た
め
に
我
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々
の
風
俗
習
慣
を
歪
曲
し
た
映
画
を
作
る
が
ご
と
き
こ
と
は
良
心
あ
る
芸
術

家
の
堪
え
得
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
現
在
我
々
の
映
画
は
そ
の
表
現
に
お
い
て
、
技
術
に
お
い
て
、

残
念
な
が
ら
世
界
一
流
の
域
に
は
遠
く
お
よ
ば
な
い
も
の
が
あ
る
。
我
々
は

一
日
た
り
と
も
そ
の
お
よ
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
追
求
す
る
努
力
を
お
こ
た
つ
て

は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
た
と
え
我
々
の
映
画
が
一
流
の
域
に
達
し
た
暁
に

お
い
て
も
、
我
々
の
特
殊
な
風
俗
・
習
慣
・
言
語
の
垣
根
は
決
し
て
低
く
は

な
ら
な
い
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
あ
た
つ
て
我

々
映
画
の
進
出
を
は
ば
む
理
由
が
一
に
か
か
つ
て
こ
れ
ら
の
垣
根
に
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
な
ら
ば
、
も
は
や
そ
れ
は
天
意
で
あ
る
。
我
々
は
も

つ
て
瞑
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

16映画と民族性



　
私
は
こ
こ
で
一
時
ア
メ
リ
カ
の
映
画
が
世
界
を
風
靡
し
た
事
実
を
想
起
す

る
。
我
々
は
そ
れ
を
こ
の
眼
で
見
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
映
画
業
者
に
と
つ

て
は
、
地
球
の
全
面
積
が
市
場
で
あ
り
、
彼
ら
の
住
む
西
半
球
は
市
場
の
一

部
に
し
か
す
ぎ
な
か
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
映
画
の
歴
史
は
人
々
の
頭
に
あ
ま

り
に
も
強
烈
な
印
象
を
焼
き
つ
け
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
た
め
、
人
々
は
と
も

す
れ
ば
映
画
に
民
族
性
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
国
境
を
無
視
し
て
流
行
す
る

こ
と
が
映
画
の
第
一
義
で
あ
る
か
の
ご
と
く
錯
覚
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
を
し
て
い
わ
し
む
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
世
界
が
ま
だ

芸
術
と
し
て
の
生
育
を
遂
げ
得
な
い
過
渡
期
の
変
態
的
現
象
に
す
ぎ
な
か
つ

た
の
で
あ
る
。
も
し
も
映
画
が
真
に
芸
術
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り

も
ま
ず
民
族
固
有
の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
各
々
の
民
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族
は
各
々
の
映
画
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
徐
々
に

で
は
あ
る
が
現
に
世
界
の
隅
々
に
お
い
て
現
実
化
の
方
向
を
た
ど
り
つ
つ
あ

る
課
題
で
あ
る
。

　
近
く
は
、
我
々
に
最
も
同
化
し
や
す
い
と
い
わ
れ
る
朝
鮮
の
人
々
さ
え
我

々
の
提
供
す
る
映
画
だ
け
で
は
も
の
足
ら
ず
、
彼
ら
自
身
の
映
画
を
作
り
出

す
た
め
に
苦
悩
を
つ
づ
け
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
か
つ
て
映
画
が
言
葉
を
得
て
自
由
に
し
や
べ
り
始
め
た
と
き
、
あ
る
人
が
、

映
画
は
言
葉
を
得
た
こ
と
に
よ
つ
て
か
え
つ
て
国
際
性
を
失
い
退
化
し
た
と

嘆
じ
た
。
何
ぞ
知
ら
ん
、
国
際
性
を
失
つ
た
か
わ
り
に
映
画
は
そ
の
と
き
始

め
て
確
実
に
民
族
の
ふ
と
こ
ろ
に
か
え
つ
た
の
で
あ
る
。
浮
浪
性
を
精
算
し

て
深
く
民
族
の
土
に
根
を
降
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
退
歩
と
見
る
か
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進
歩
と
見
る
か
は
各
人
の
自
由
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
私
は
映
画
が
名
実

と
も
に
芸
術
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
は
実
に
こ
の
と
き
か
ら
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
今
に
し
て
思
え
ば
ア
メ
リ
カ
映
画
が
最
も
そ
の
国
際
性
を
発
揮
し
た
の
は

や
は
り
無
声
映
画
の
末
期
で
あ
り
、
ち
よ
び
ひ
げ
を
つ
け
、
山
高
帽
を
か
ぶ

り
、
だ
ぶ
だ
ぶ
の
ズ
ボ
ン
を
は
い
た
道
化
男
が
悲
し
い
微
笑
を
浮
べ
て
世
界

中
を
駆
け
ま
わ
つ
た
と
き
に
と
ど
め
を
刺
す
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
映
画
の

黄
金
時
代
を
象
徴
す
る
も
の
は
こ
の
悲
し
い
道
化
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ

は
芸
術
以
前
の
映
画
の
姿
を
も
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
が
こ
の
小
論
で
述
べ
よ
う
と
思
つ
た
こ
と
は
、
以
上
で
ほ
ぼ
尽
き
た
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
の
議
論
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
行
く
と
、
結
局
映
画
工
作
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は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
理
的
関
係
の
も
と
に
映
画
を
育
成
す
る
こ
と
に
重
点
を
お

く
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
地
の
事
情
に
つ
い
て
何
ら
知
る
と
こ
ろ
の
な
い
私
が
そ
こ
ま

で
筆
を
駛はし
ら
せ
る
こ
と
は
不
謹
慎
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
具

体
策
に
ま
で
は
触
れ
な
い
。

　
た
だ
、
私
が
こ
こ
で
何
よ
り
も
問
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
思

考
の
出
発
点
に
つ
い
て
で
あ
り
、
要
す
る
に
民
族
性
を
離
れ
て
い
か
に
映
画

を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
、
決
し
て
解
答
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
さ
え
警
告

す
れ
ば
、
そ
れ
で
こ
の
一
文
の
役
目
は
お
わ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
映
画
評
論
』
昭
和
十
九
年
三
月
号
）
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