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司
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消

〔
解
説〕
映
画
の
発
生
が 、
リ
ュ
ミ
ニ
ー

ル
の
「
汽
車
の
到
着」

や
「
水
を
か
け
ら
れ
た
撒
水
夫」
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
実
写
も

の
か
ら
出
発
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に 、
カ
メ
ラ

の
記
録
性
は
映
画
の
最
も
重
要
な
特
質
の
一
っ
と
い
え
ま
し
よ

う 。
こ
の
映
画
の
記
録
的
な
特
質
を
生
か
し
た
も
の
と
し
て
は

例
え
ば
ニ
ュ
ー
ス
映
画
な
ど
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
い
え
ま

し
よ
う
が 、
劇
映
画
に
も
そ
の
影
恕
が
見
ら
れ
ま
す。
又
映
画

の
理
論
や
連
動
に
も
こ
の
記
録
性
に
基
く
も
の
が
重
き
を
な
し

て
い
ま
す 。

こ
の
時
別
鑑
賞
会
は 、
映
画
が
最
初
か
ら
も
つ
て
い
た
記
録

的
性
質
に
つ
い
て 、
ご
く

初
期
の
時
代
に
お
け
る

作
品
を
検
討

蛸

の

骨
M
カ
シ
ー

簡
会
大
正
四
年

作
品

主
演

中

村

歌

扇

伽
羅
先
代
萩

巻

撮
影

田

泉

保

直

ン
・

A
 

白
瀬
南
極
探
検
記
録
映
画

撮製
影作

英
国
ァ

ロ
ゼ

ー
バ
ン

会
社

シ
ャ
ア
ル

旅
順
開
城
と
乃
木
将
軍

特
別
映
画
鑑
賞
会
に
つ
い
て

巻 巻 V゚i

フ
ィ
ル
ム
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

で
は 、
そ
の
事
業
の
一

部
t

"
）

て 、
歴
史
的
価
値
の
あ
る
映
画
を
鑑
賞
し

研
究
す
る
会
を
開
催

し
て
お
り
ま
す 。
今
回
は
そ
の
第一
―
回
と
し
て 、
今
ま
で
と

は
少
し
観
点
を
か
え 、
日
本
の
古
典
的
記
録
映
画
と
初
期
漫
画

映
画
の
特
集
と
し
て
次
の

作
品
を
と
り
上
げ
ま
し
た。

い
う
ま
で
も
な
く
明
治
三
七
ー

八

旅
順
開
城
と
乃
木
将
軍

l

（一
九
0
四
ー

五）
年
日
露
戦
争
当
時
の
記
録
映
画
で
す 。
当

時
の
映
画
が
単
調
な
喜
廟
や
実
写
に
な
つ
て 、
漸
く

見
世
物
化

し
て
し
ま
つ
て
一
般
の
関
心
が
薄
れ
て
来
た
の
に
対
し 、
こ
の

よ
う
な
「
実
戦
記
録
映
画」
に
よ
っ
て
人
々
に
映
画
の
価
値
を

再
認
識
さ
せ
た
わ
け
で
す。
三
七
年
二
月
に
火
蓋
が
切
ら
れ
た

日
露
戦
争
の
映
画
の
東
京
で
の
初
公
開
は 、
五
月一
日
か
ら
神

田
錦
町
の
錦
輝
館
で
行
わ
れ 、
旅
順
陥
落
実
況
が
三
八
年
八
月

に
大
阪
道
頓
堀
の
中
座
で
公
開
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
各
地
で
大

檄
迎
を
う
け 、
戦
時
気
分
の
活
動
写
裏
興
行
時
代
が
到
来
し ．
す

し
た 。
た
だ
こ
の
よ
う
な
空
気
に
便
乖
し
て
内
外
と
も
に
相
当

い
か
が
わ
し
い
戦
争
映
画
も
可
成
り
往
行
し
て
い
た．
よ
う
で

す0
わ
ず
か
六
Q
年
余
り
の
歴
史
し
か
も
た
な
い
映
画
の
世
界

で
は 、
五
0
年
前
の

作
品
は
全
く
貴
重
な
資
料
と

い
え
ま
す
し 、

又
文
化
史
の
記
録
と
し
て
も
大
変
興
味
が
あ
り
ま
す 。

i

白
瀬
南
極
探
検
記
録
映
画

�
白
瀬
中
尉
の
南
極
探
検
は 、
イ

ギ
リ
ス
の
ス
コ
ッ
ト 、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
ア
ム
ン
ゼ．
ン
ら
の
南
極

探
検
に
続
い
て
行
わ
れ
た
明
治
時
代
の
日
本
の
歴
史
的
な
壮
挙

の―
つ
で 、
明
治
四＝＝
（一
九一
0)
年―
一
月
に
開
南
丸
で

東
京
品
川
か
ら
出
航
し 、
四
五
年一
月
南
極
大
陸
に

t泣し、
同

年
六
月
に
東
京
芝
浦
に
帰
港
し
ま
し
た 。
こ
の
映
画
は 、
同
探

た
当
時
の
映
画
会
社

検
後
援
会
長
大
隈
重
信
伯
の
依
頼
を
う
け

M
. 。ハ
テ
ー

商
会
（
梅
屋
庄
吉）
が ●
同
社
大
久
保
撮
影
所
の

カ
メ
ラ
一ヽ
ン
田

泉
保
直
氏
を
派
造
し 、
探
検
に
随
行
し
た
同
氏

に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
日
本
に
お
け
る
こ
の
種
の
長
篇
記
録
映

画
の
第一
号
と
い
え
る
貴
重
な

作
品
で
す。
当
フ
ィ
ル
ム
：フ

イ
ブ
ラ
リ
ー

で
は 、
そ
の
記
録

作
成
事
業
の
手
は
じ

め
と
し
て

牛
原
虚
彦•
島
崎
清
彦
両
連
営
委
員
に
よ
り 、
昨
年
九
月
福
島

県
在
住
の
田
泉
氏
か
ら
当
時
の
事
情
を
聴
取
し
調
査
を
し
ま
し

こ。t
 

伽
羅
先
代
萩
ー
ー

明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
流
行
し

た
舞
台
の
実
写
も
の
の
一
っ
で 、
文
楽
や
歌
舞
伎
で
有
名
な「
伽

羅
先
代
萩」
の
御
殿
の
場
と
床
下
の一
部
を
記
録
し
た

作
品
で

す 。
当
初
は
義
太
夫
出
語
り
で
上
映
し
た
も
の
の
た
め
鑑
賞
の

し 、
当
時
の
映
画
界
を
知
る
参
考
に
し
よ
う
f
す
る
も
の
で

す 。

ヽ

， 

便
に
略
筋
を
紹
介
し
ま
す。

ー
奥
州
五
四
郡
の
城
主
伊
辿
義
網
は
吉
原
の
傾
城
高
尾
太
夫

の
色
香
に
溺
れ
政
務
を
顧
み
な
か
っ
た
の
で 、
幼
君
鶴
千
代
君

が
跡
目
を
相
統
し
ま
す。
奸
臣
仁
木
弾
正
以
下
そ
の
一
味
は
こ

の
機
会
に
お
家
横
領
を
企
み
ま
す 。
忠
義一
徹 、
男
ま
さ
り
の

政
岡
の
苦
心
は一
通
り
で
な
く 、

若
君
の
御
側
に
一
子
千
松
と

付
添
い
飯
も
自
か
ら
御
殿
で
炊
く
と
い
う
用
心
ぶ
り 。
時
に
弾

正一
味の
梶
原
の
妻
栄
御
前
が
将
軍
家
の
下
さ
れ
物
と
て
菓
子

折
を
持
参
し
ま
す
の
で 、
予
て
の
言
い
つ
け
通
り一
子
千
松
が

毒
味
を
す
る
と 、
み
る
み
る
毒
が
廻
つ
て
七
転
八
倒
の
苦
し
み 、

企
み
を
見
せ
じ
と
一
味
の
八
汐
は
腹
剣
で
之
を
刺
し
ま
す
が 、

政
岡
は
涙一
滴
流
し
ま
せ
ん。
悪
人
栄
御
前
は
之
を
見
て
政
岡

も
悪
人
の
同
復
と
思
い
込
み 、
一
味
の
連
判
状
を
手
渡
し

て
帰

り
ま
す。
政
岡
は
千
松
の
死
骸
に
と
り
つ
き
「
毒
な
と
1云
う
て

叱
る
の
に 、
毒
と
見
え
た
ら
試
み
て 、
死
ん
で
く
れ
い
と
云
う

様
な
胴
慾
非
道
な
母
親
が
又
と
こ
の
世
に
あ
る
も
の
か」
と
前

後
を
忘
れ
て
泣
き
く

ず
れ
ま
す
が 、
折
か
ら
打
つ
て
掛
る
八
汐

を
子
の
敵
と
刺
し
殺
し
ま
す ，
ー
ー

（
当
時
の
映
画
界
と
主
演

の
歌
扇
に
つ
い
て
は
後
記
を
御
覧
下
さ
い）

―

蛸
の
骨
ー
ー一

枚
ず
つ
描
い
た
絵
を一
コ
マ
ず
つ
撮
影
し
て

作

る
動
画
映
画
は’ 、
現
在
の
映
画
界
で
は
重
要
な―
つ
の
分
野
と

な
つ
て．
い
て 、「
ミ
ッ
キ
イ
・
マ
ウ
ス」「
白
雪
姫」「
ダ
ン
ボ」
等

の
数
々
の
名

作
を
生
み
出
し
た
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
イ
ズ
ニ
イ
や 、

「
ベ
テ
イ
・

ブ
ー 。フ」「

ポ 。ハ
イ」
等
の
フ
ラ
イ
シ
ャ
ー

兄
弟
な

ど
余
り
に
も
有
名
で
す
が 、
日
本
に
お
け
る
初
期
の

作
品
の
一

例
と
し
て
こ
れ
を
と
り
上
げ
て
み
ま
し
た。
ト
ー

キ
ー
と
は
全

＜
迩
っ
た
藩
色
の
効
果
な
ど
興
味
が
あ
り
ま
す。（
当
時
の
漫
画

映
画に
つ
い
て
は
後
記
を
御
覧
下
さ
い 。
）

．

M

カ
シ
ト
商
会
と
中
村
歌
扇
．

明
治
末
期
の
日

本
映
画
界
は 、
横
田
商
会・
吉
沢
商
店・
合
資

会
社
福
宝
堂・
エ
ム
バ
テ
ー

株
式
会
社
の
四
商
社
が
鏑
を
削
つ

て
い
た
が 、
大
正
元
年
九
月
に
以
上
の
四
社
が
合
同
し
て
「
日

本
活
動
写
真
株
式
会
社」（
略
称
日
活）
が
創
立
さ
れ
た 。
然
し

独
占
的
の
事
業
は
級
綻
が
生
じ
易
く 、

浅
草
六
区
の
映
画
街
の

如
き 、
十
数
軒
の
映
画
館
が
軒
並
に
「
日
活
映
画」
一
本
槍
で

は 、
飽
き
ら
れ
る
の
も
無
理
は
な
か
っ
た。
二
年一
月
に
は
早



く
も
東
洋
商
会、
続
い
て
大
阪
に
ハ
リ
マ
商
会、
一一一
年＝一
月
に

は
天
然
色
活
動
写
真
株
式
会
社
が
夫
々
創
立
し、
日
活
に
対
抗

し
たU
M
カ
シ
ー
商
会
は、
エ
ム
パ
テ
ー
の
梅
屋
庄
吉
が、
四

年
の
秋
に
改
称
し
て
再
典
し
た
も
の
で、
撮
影
所
は
大
久
保
百

人
町
に
あ
っ
て
五
百
坪
ば
か
り
の
地
に
建
物
が
設
け
ら
れ
た。

天
幕
を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
し
た
高
さ
四
間
半
位
の
柱
が
百
坪

程
の
土
間
の
四
隅
に
立
て
ら
れ
て、
四
本
の
柱
の
上
に
四
角
に

梁
を
渡
し
、
奥
行へ
針
金
を
何
本
も
張
通
し
奥
の
梁
か
ら
天
幕

を
引
出
せ
る
よ
う
に
し
て
光
線
の
加
滅
i

を
す
る
仕
組
に
な
つ
て

い
た。
そ
の
外
に
は
大
道
具
と
小
道
具
の
置
場
が
あ
り、
十
二

三
坪
の
化
粧
部
屋
兼
衣
裳
部
屋
が
建
て
ら
れ
て
あ
h、
屋
根
が

あ
る
わ
け
で
も
な
い
野
天
の
舞
台
の
方
で
は
雨
が
降
れ
ば
撮
影

が
出
来
ず、
電
気
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
夜
が
近

づ
く
と
仕
事
に
な
ら
ぬ
と
い
う
風
マ
あ
っ
た。
然
し
こ
れ
は
M

カ
シ
ー
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く、
当
時
の
撮
影
所
は
ほ
と
ん
ど

が
M
カ
シ
ー
の
撮
影
所
と
同
じ
状
態
で
あ
っ
た。

当
時
の
撮
影
機
は、
二
百
択
の
フ
ィ
ル
ム
が
入
り、
出
影
技

士
が
俳
傷
の
動
作
に
依
り
緩
急
よ
ろ
し
く
手
で
撮
影
機
の
ハ
ン

ド
ル
を
廻
し、
そ
し
て
マ
カ
ジ
ン
に
装
填
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
が

無
く
な
る
と
撮
影
技
士
は「
待
っ
た」
と
声
を
か
け、
俳
優
は
そ

の
ま
A

の
姿
勢
で
技
士
の
フ
ィ
ル
ム
装
填
を
待
っ
て、
そ
の
続

ぎ
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
っ
乃
従
つ
て
現
在
の
映
画
の
如
き

大
写
も、
場
面
転
換
も、
移
動
撮
影
も
無
く、
最
初
か
ら
終
ま

で
撮
影
機
据
え
放
し
の
舞
台
劇
そ
の
ま
A
の
も
の
と
い
え
る。

ェ

だハ
テ
ー
か
ら
M
カ
シ
ー
に
か
け
て
の
俳
優
と
し
て
代
表

的
な
も
の
は、
女
役
者
中
村
歌
扇
（
明
治
ニ
ニ
l
昭
和一
七）

で
あ
っ
た。
明
治
四
十
一
年
の
夏
洩
草
伝
法
院
の
庭
を
舞
台
に

し
て
「
曾
我
の
討
入」
を
撮
影
し、
九
月
に
浅
草
大
勝
館
で
上

映
し
た
の
を
は
じ
め、「
伽
羅
先
代
萩」「
絵
本
太
功
記」
等
を
撮

影
し
た
が、
特
に
「
伽
羅
先
代
萩」
は
そ
の
代
表
作
で
興
行
的

に
も
大
当
り
し、
大
勝
館
で
は
一
日
二
十
四
回
上
映
し
た
と
い

う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る。
中
村
璽
扇
は
娘
美
団
と
い
う
劇
団

の
座
長
で、
他
に
中
村
歌
江、
石
川
雛
子、
中
村
桃
代
等
が
あ

っ
た°
歌
扇
は
エ
ム
バ
テ
ー
解
散
後
大
阪
そ
の
他
に
出
演
し、

四
年
秋
M
カ
シ
ー
商
会
の
創
立
と
共
に
東
京
へ
帰
り、
神
田一――

初
期
の
漫
画
映
画
に
つ
い
て

椅
座
改
め
神
田
邸
場へ
梅
島
昇一
座
と
合
同
し
て、
M
カ
シ
ー

商
会
と
提
携
の
映
画
と
実
演
に
進
出
し
た
の
で
あ
っ
た。

（
柴
田
勝）

中
村
歌
扇
は
東
京
生、
本
名
青
江
久、
屋
号
訟
鶴
屋。

漫
画
映
画
が
初
め
て
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九―
一
年
に
ウ
イ

ン
ゾ
ア
・
マ
ッ
ケ
イ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
「
ウ
イ
ン
ゾ
ア
・
マ
ッ

ケ
イ
が
動
く
漫
画
を
作
り
ま
し
た。」
と
云
ふ
題
名
で
あ
っ
た
と

云
う
こ
と
で
あ
る
が、
そ
の
原
画
は、
夫
々
完
全
な
背
景
と
人

物
を一
枚
づ
つ
描
い
た
も
の
を
四
千
枚
程
作
り
、
そ
れ
を
撮
影

し
た
と
云
う
話
を
聞
い
て
い
ス・。

其
の
後、
一
九―
――一
年
に
ブ
レ
イ•
(
英)
の
作
品
が
封
切
ら

れ、
我
国
へ
も
翰
入
さ
れ
た。
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
以

後
に
入
っ
た
「
キ
リ
ン
の
首
は
な
ぜ
長
い」「
狗
の
ま
だ
ら
は
こ

う
し
て
出
来
た」
な
ど
は
漫
画
の
前
後
に
実
写
を
入
れ
た
面
白

い
作
品
で
あ
っ
た。

我
国
で
も
大
正
八
九
年
頃
か
ら
当
時
の
天
活
会
社
で
下
川
凹

夫
氏
が
漫
画
映
画
の
製
作
を
始
め
「
凸
坑
の
新
画
帳」
を
発
表

し、
更
に
日
活
向
島
撮
影
所
に
於
て、
北
山
清
太
郎
氏、
山
本

早
苗
氏
等
が
製
作
を
開
始
し
た。
然
し
大
震
災
以
後
は
山
本
氏

も
独
立
し
て
文
部
省
の
漫
画
映
画
を
作
り
木
村
伯
山
氏
も
多
く

の
短
篇
作
品
を
発
表
し
た。

私
が
漫
画
映
画
に
手
を
出
し
た
の
は
昭
和
二
年、
横
浜
ジ
ネ

ご
商
会
に
在
勤
中
の
こ
と
で、
青
地
忠
三
氏
の
御
脇
力
を
得
て

第一
回
作
品
「
猿
か
1
合
戦」
を
作
り
続
い
て
第
二
回
作
品「
蛸

の
骨」
を
発
表
し
た。

·

当
時
の
製
作
方
法
は
現
在
の
よ
う
に
セ
ル
ロ
イ
ド
に
動
画
を

描
く
の
と
ば
異
つ
て、
ケ
ン
ト
紙
に
黒
イ
ン
キ
で
動
画
を
描
い

て、
鋏
で
切
り
ぬ
き、
背
景
の
上
へ
。ヒ
ン、
セ
ッ
ト
で
一
枚
づ
、

置
き
変
え
て
は一
コ
マ
づ
こ
撮
影
を
し
て
作
h
あ
げ
た
も
の
で

今
か
ら
想
え
ば
幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
た。
Q

村
田
安
司）

c 


