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か
つ
て
蓮
実
重
彦
氏
は
「「
映
画
と
文
学
」
と
い
っ
た
問
題
を
論
ず
る
こ
と
ほ

ど
退
屈
な
試
み
も
ま
た
と
あ
る
ま
い
」（『
映
画　

誘
惑
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』

一
九
八
三
年
）
と
言
っ
た
。

　

私
は
そ
の
「
退
屈
な
」
こ
と
を
敢
え
て
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

確
か
に
蓮
実
氏
の
言
う
よ
う
に
「
映
画
と
文
学
と
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
類
似
点
と

相
違
点
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
思
考
の
運
動
は
、
そ
れ
が
い
か
に
生
真
面
目

で
律
儀
な
も
の
と
映
ろ
う
と
、
映
画
と
文
学
に
対
す
る
正
し
い
姿
勢
と
は
い
え
な

い
」
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

た
と
え
ば
そ
う
し
た
「
思
考
の
運
動
」
の
も
っ
と
も
「
生
真
面
目
で
律
儀
な
」
例

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ー
モ
ア
・
チ
ャ
ト
マ
ン
の
『
小
説
と
映
画
の
修
辞
学
』（
田

中
秀
人
訳
一
九
九
八
年　

原
著
一
九
九
〇
年
）
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

チ
ャ
ト
マ
ン
は
映
画
と
小
説
の
表
現
構
造
を
共
通
の
分
析
概
念
――
「
内
包
さ
れ
た

作
者
」「
語
り
手
」
と
い
っ
た
従
来
小
説
の
表
現
構
造
を
分
析
す
る
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
概
念
――
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
相
当
に
成
功
し
、

ま
た
チ
ャ
ト
マ
ン
の
考
察
は
小
説
の
分
析
概
念
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
に
も
貢
献

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
作
品
と
は
」「
絶
対
的
な
差
異
が
跳
梁
す
る
場
に
ほ
か
な
ら
ず
、
映
画

と
文
学
も
ま
た
、
そ
う
し
た
戯
れ
を
介
し
て
の
み
結
ば
れ
あ
っ
て
い
る
」
と
考
え
る

蓮
実
氏
に
よ
れ
ば
、
映
画
と
文
学
の
比
較
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
「
作
品
を
特
定
の

水
準
の
も
と
で
の
み
眺
め
る
と
い
う
抽
象
性
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
比
較
は
「
あ

る
部
分
を
選
別
し
残
り
を
排
除
す
る
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
」。
そ

し
て
「
こ
の
種
の
抽
象
性
に
安
住
す
る
こ
と
は
、
映
画
は
感
性
的
な
体
験
で
あ
り
文

学
は
知
性
的
な
体
験
で
あ
る
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
言
説
に
満
足
す
る
精
神
と
、
ほ
と

ん
ど
同
じ
頽
廃
だ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
こ
と
に
な
る
。

　

正
確
を
期
す
た
め
に
付
言
す
る
と
、
蓮
実
氏
が
こ
こ
で
攻
撃
し
て
い
る
の
は
、
実

は
チ
ャ
ト
マ
ン
の
よ
う
な
表
現
構
造
論
で
は
な
い
。
映
画
と
文
学
に
つ
い
て
、
そ
の

物
語
内
容
を
説
話
論
的
な
水
準
に
抽
象
化
し
て
比
較
す
る
と
い
っ
た
論
――
た
と
え

ば
、
映
画
の
小
説
化
、
小
説
の
映
画
化
な
ど
に
つ
い
て
そ
の
物
語
内
容
を
比
較
す
る

よ
う
な
論
――
で
あ
る
。
片
方
が
映
像
と
音
声
を
媒
体
と
し
、
片
方
が
文
字
を
媒
体

と
し
て
い
る
以
上
、
比
較
す
る
と
な
る
と
、
た
い
て
い
の
場
合
そ
う
し
た
抽
象
化
の

手
続
き
を
経
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
確
か
に
こ
う
し
た
論
の
場
合
、
映
画
と
小
説

と
い
う
表
現
媒
体
の
差
異
が
あ
ま
り
に
安
易
に
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。

　

事
情
は
チ
ャ
ト
マ
ン
の
よ
う
に
表
現
構
造
を
論
じ
た
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。
小

説
と
映
画
を
同
じ
分
析
概
念
で
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
抽
象
化
の
過
程
を
経
る

こ
と
に
な
る
。

　

蓮
実
氏
が
重
視
す
る
の
は
「
絶
対
的
な
差
異
」
で
あ
り
、
個
々
の
作
品
の
具
体
的

な
細
部
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
こ
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
る
と
、
映
画
は
観
る
し
か
な

く
、
小
説
は
読
む
し
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

な
お
か
つ
日
本
の
近
代
文
学
史
を
眺
め
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
大
正
期
の
小
説
が

映
画
と
小
説
に
つ
い
て

　
　
　
論
じ
る
た
め
の
ノ
ー
ト

渡
邊
　
　
拓



52

映画と小説について論じるためのノート

映
画
と
な
に
が
し
か
の
関
係
を
持
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
蓮
実
氏

の
言
に
従
っ
て
ば
か
り
い
る
と
、
こ
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に

な
る
。

　

そ
こ
で
、
蓮
実
氏
の
批
判
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
と
り
あ
え
ず
は
何
と
か
「
頽
廃
」

に
ま
で
は
至
ら
な
い
よ
う
な
方
法
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

映
画
と
小
説
の
物
語
内
容
を
説
話
論
的
水
準
で
比
較
す
る
に
し
て
も
、
表
現
構
造

を
同
じ
分
析
概
念
で
論
じ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
で
は
、
具
体
的
な
表
現
媒
体
が
な
い

が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
表
現
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
物
質
的

技
術
的
条
件
が
関
わ
っ
て
い
る
。
映
画
と
小
説
を
考
え
る
時
に
こ
の
条
件
を
一
つ
加

え
る
こ
と
で
、
単
純
に
作
品
同
士
並
べ
て
比
較
・
分
析
し
た
場
合
と
は
異
な
る
様
相

が
観
察
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
も
何
ら
か
の
抽
象
化
は
必
要
で
あ
る
し
、
完
全
に
「
頽
廃
」

を
避
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
映
画
と
文
学
の
あ
る
種
の
接
点
を
観
察
す

る
た
め
の
視
界
を
わ
ず
か
に
で
も
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
る
。

　

物
質
的
技
術
的
条
件
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
メ
デ
ィ
ア
論
が
扱
っ
て
き
た
問
題
で

あ
る
。

　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
『
メ
デ
ィ
ア
論
』（
栗
本
裕
・
河
本
仲
聖
訳
一
九
八
七
年　

原

著
一
九
六
四
年
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
い
か
な
る
発
明
あ
る
い
は
技
術
も
、

わ
れ
わ
れ
の
身
体
を
拡
張
な
い
し
自
己
切
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
拡
張
も
ま
た
、
身
体
の
他
の
諸
器
官
お
よ
び
拡
張
間
に
、
新
し
い
比
率
な
い
し

新
し
い
均
衡
を
要
求
す
る
」。
そ
し
て
、
こ
の
「
拡
張
」
が
起
こ
っ
た
部
分
を
「
直

接
に
検
証
し
認
識
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
中
枢
神
経
組
織
に
自
己
防
衛
的
な
動

き
が
生
じ
て
、
そ
の
拡
充
さ
れ
た
領
域
を
麻
痺
さ
せ
て
し
ま
う
」。
つ
ま
り
、
新
し

い
技
術
（
メ
デ
ィ
ア
）
は
人
間
の
感
覚
を
改
変
し
、
人
間
は
そ
の
技
術
に
よ
っ
て
起

こ
っ
た
変
化
を
意
識
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
彼
が
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
は
「
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
の
あ
い
だ
だ
け
で
な
く
、

メ
デ
ィ
ア
同
士
の
あ
い
だ
に
も
、
新
し
い
比
率
を
打
ち
立
て
る
」
と
い
う
と
き
、
そ

れ
は
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
で
従
来
か
ら
あ
る
メ
デ
ィ
ア
間
の
関
係
―
―
恐
ら

く
文
化
記
号
論
的
な
関
係
の
布
置
―
―
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
提
言
に
従
う
な
ら
ば
、
日
本
に
映
画
が
登
場
し
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
存

在
し
て
い
た
活
字
メ
デ
ィ
ア
も
何
ら
か
の
改
変
を
被
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
新
技
術
（
映
画
）
の
登
場
に
よ
っ
て
生
じ
た
人
間
の
感
覚
の
変
化
、

各
メ
デ
ィ
ア
間
の
布
置
の
変
化
は
そ
れ
を
同
時
代
に
お
い
て
経
験
し
て
い
た
人
々
に

は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
様
態
を
記
述
す
る
こ
と
は

意
味
の
あ
る
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
今
と
な
っ
て
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
で
は
少
々
古
過
ぎ
る
の
か
も
知
れ
な

い
。

　

彼
は
基
本
的
に
物
質
的
技
術
的
条
件
が
人
間
の
感
覚
、
対
象
の
認
識
方
法
な
ど
の

あ
り
方
を
決
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
い
わ
ば
物
質
決
定
論
と
言
っ
て
い
い
考
え
方

を
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
唯
物
史
観
と
縁
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し

た
考
え
方
は
す
で
に
相
当
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
言
う
「
地
球
村
」
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
も
う
誰
も
信

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

彼
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
は
細
分
化
・
専
門
化
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
個
人
主
義

や
近
代
国
家
を
生
じ
る
が
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
電
気
メ
デ
ィ
ア
は
瞬
時
に
し
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て
す
べ
て
を
相
互
作
用
の
場
に
置
く
統
合
的
包
括
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
世
界
は
一
つ
の
有
機
体
の
ご
と
き
「
地
球
村
」
と
な
る
、
と
言
っ
た
。『
メ

デ
ィ
ア
論
』
で
彼
が
最
も
力
説
し
た
の
は
こ
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
電
気
メ
デ
ィ
ア
の

対
立
で
あ
る
。

　

彼
は
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
冷
た
い
メ
デ
ィ
ア
、
電
気
メ
デ
ィ
ア
を
熱
い
メ
デ
ィ
ア
と

言
っ
た
が
、
そ
の
区
分
け
で
行
く
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
速
度
、
相
互
作
用
の

度
合
い
か
ら
見
て
、
恐
ら
く
テ
レ
ビ
よ
り
も
は
る
か
に
熱
い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
向
に
世
界
は
「
地
球
村
」
に
な
り
そ
う
に
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
民
族
主
義
の
温
床
と
な
っ

て
い
る
感
が
あ
る
。

　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
か
つ
て
『
想
像
の
共
同
体
』（
白
石
隆
・
白

石
さ
や
訳
一
九
八
七
年　

原
著
一
九
八
三
年
）
で
国
民
国
家
を
形
成
す
る
要
因
と
し

て
出
版
俗
語
を
挙
げ
た
。
こ
の
場
合
、
活
字
印
刷
と
い
う
物
質
的
技
術
的
要
因
も
重

要
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
、
同
じ
俗
語
を
使
う
と
い
う
感
情
的
紐
帯
に
重
き

が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
実
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
事
情
は
同
じ
な
の
か

も
知
れ
な
い
。

　

一
般
の
人
間
は
大
抵
何
カ
国
語
も
操
る
よ
う
な
生
活
は
し
て
い
な
い
。
近
隣
諸
国

全
て
の
言
語
を
理
解
す
る
人
な
ど
は
そ
う
い
な
い
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て
、
大
抵
の

人
間
は
あ
ま
り
外
国
語
の
サ
イ
ト
に
入
り
込
ん
だ
り
は
し
な
い
。
そ
う
し
た
人
々
の

感
情
が
速
度
を
と
も
な
っ
て
相
互
作
用
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
活
字
メ
デ
ィ
ア
よ
り

は
る
か
に
感
情
的
共
同
体
感
覚
は
過
熱
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
し
い
メ
デ
ィ

ア
は
人
々
の
あ
い
だ
の
敷
居
を
高
く
し
続
け
て
き
た
か
に
も
見
え
る
。

　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
物
質
決
定
論
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
メ
デ
ィ
ア
論
は
そ
れ
を

否
定
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
蓄
音

機
や
電
話
と
い
う
技
術
メ
デ
ィ
ア
は
中
枢
神
経
シ
ス
テ
ム
を
個
別
に
実
現
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
発
明
の
た
め
に
は
そ
れ
以
前
に
「
自
然
科
学
に
お
い
て
魂
と
い
う
も

の
が
消
え
去
っ
て
し
ま
う
必
要
が
あ
っ
た
」（『
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
ル
ム
・
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
』
石
光
泰
夫
・
石
光
輝
子
訳
一
九
九
九
年　

原
著
一
九
八
七
年
）
と
い

う
。
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
以
前
に
学
問
的
な
観
念
の
ほ
う
が
変
化
し
て
い
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
視
覚
に
関
す
る
器
具
の
登
場
と
同
時
代
の
神
経
生
理
学
的
な
視
覚
へ
の
関

心
と
を
因
果
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
共
に
視
覚
（
あ
る
い
は
そ
の
主
体
で
あ
る

「
観
察
者
」）
を
決
定
し
て
い
く
要
因
と
し
て
論
じ
て
い
る
（『
観
察
者
の
系
譜
』
遠

藤
知
巳
訳
二
〇
〇
五
年　

原
著
一
九
九
〇
年
）。

　

い
く
つ
並
べ
て
も
似
た
よ
う
な
も
の
な
の
だ
が
、
も
う
一
つ
レ
ジ
ス
・
ド
ブ

レ
（『
メ
デ
ィ
オ
ロ
ジ
ー
入
門
』
西
垣
通
監
修
・
嶋
崎
正
樹
訳
二
〇
〇
〇
年　

原
著

一
九
九
七
年
）
の
端
的
な
言
葉
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ド
ブ
レ
は
、
ル
タ
ー
や
カ
ル
ビ

ン
の
登
場
以
前
に
聖
書
の
私
的
読
書
の
例
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
言
及
し
つ
つ
、
次

の
よ
う
に
言
う
。「
技
術
至
上
主
義
と
文
化
至
上
主
義
は
、
本
当
に
ど
ち
ら
か
一
つ

を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
印
刷
物
な
ど
の
革
命
（
中
略
：

引
用
者
）
は
、
新
た
に
出
現
し
た
性
向
（
読
書
、
執
筆
、
分
類
の
仕
方
）
と
、
印
刷

す
る
装
置
の
出
会
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。」

　

技
術
的
物
質
的
要
因
と
感
覚
や
観
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
明
確
に
定
式
化
す
る

な
ど
は
あ
ま
り
に
困
難
な
仕
事
で
あ
り
、
む
し
ろ
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
の
ほ
う
が

疑
わ
し
い
。
た
だ
、
メ
デ
ィ
ア
に
関
し
て
考
え
て
い
く
場
合
に
は
、
物
質
的
な
条
件

と
文
化
的
あ
る
い
は
観
念
的
な
領
域
と
の
双
方
を
視
野
に
置
き
そ
の
交
点
が
ど
こ
に
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あ
る
か
を
探
り
つ
つ
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
映
画
の
登

場
に
関
し
て
は
、
映
画
に
ま
つ
わ
る
言
説
、
映
画
と
い
う
技
術
的
物
質
的
な
様
態
の

両
面
か
ら
の
考
察
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
キ
ッ
ト
ラ
ー
は
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
に
際
し
て
の
文
学

者
側
の
戦
き
を
も
と
に
し
て
蓄
音
機
、
映
画
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
と
い
っ
た
メ
デ
ィ

ア
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
ッ
ト
ラ
ー
の
真
似
な
ど
で
き
る
も
の
で
は

な
い
の
だ
が
、
ま
ず
は
、
映
画
が
登
場
し
て
以
来
の
小
説
家
た
ち
の
映
画
に
関
す
る

言
説
を
拾
い
集
め
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
作
業
か
ら
始
め
る
の
が
一
つ
の
方
法
の
よ

う
で
あ
る
。
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
も
し
か
す
る
と
分
か
る
か
も
知
れ
な
い
。

(

わ
た
な
べ　

た
く
・
本
学
語
学
教
育
セ
ン
タ
ー
講
師)


