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中
華
民
国
時
代
の
中
国
映
画
は
常
に
近
代
中
国
研
究
の
対
象
と
な
っ

て
お
り
、
特
に
近
代
中
国
の
都
市
文
化
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
清

末
民
初
の
萌
芽
期
を
経
て
、
上
海
で
は
一
九
二
〇
年
代
に
映
画
会
社
が

次
々
と
登
場
し
、
同
時
に
映
画
に
関
す
る
雑
誌
や
新
聞
も
続
々
と
創
刊

さ
れ
た
。こ
れ
ら
は
今
日
の
研
究
に
対
し
て
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

一
九
二
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
中
華
影
業
年
鑑
』
に
よ
る
と
、
一
九

二
六
年
の
終
わ
り
に
は
全
国
で
一
七
九
社
の
映
画
制
作
会
社
が
設
立
さ

れ
、
特
に
上
海
に
は
一
四
二
社
が
存
在
し
て
い
た
。
国
産
映
画
の
年
間

制
作
本
数
も
年
と
と
も
に
増
加
し
、
一
九
二
三
年
に
五
本
で
あ
っ
た
も

の
が
、
一
九
二
四
年
に
は
一
六
本
、
一
九
二
五
年
に
は
五
一
本
、
そ
し

て
一
九
二
六
年
に
は
一
〇
一
本
に
ま
で
増
加
し
た
。
明
星
、
大
中
華
百

合
、
天
一
、
更
に
は
長
城
、
神
州
な
ど
、
作
風
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
会

社
が
、
熾
烈
な
競
争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

天
一
影
片
公
司
（
以
下
、
天
一
社
）
は
一
九
二
五
年
に
邵
氏
四
兄
弟

に
よ
り
投
資
設
立
さ
れ
た
典
型
的
な
家
族
経
営
の
民
営
会
社
で
、
民
国

期
の
上
海
で
最
も
重
要
と
さ
れ
る
映
画
制
作
会
社
の
一
つ
で
あ
る
。
民

国
期
の
映
画
研
究
に
お
い
て
、
天
一
社
は
必
須
の
研
究
対
象
と
な
っ
て

い
る
。

　

現
在
、
中
華
民
国
時
代
の
映
画
雑
誌
に
関
す
る
研
究
は
比
較
的
進
ん

で
い
る
。
代
表
的
な
映
画
雑
誌『
影
劇
雑
誌
』『
晨
星
』『
青
春
電
影
』『
電

影
週
刊
』
な
ど
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
の
映
画
研
究
に
無
く
て
は
な
ら

な
い
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
新
聞
も
重
要
な
資
料
と
言
え
る
。

大
手
新
聞
は
豊
富
な
関
連
報
道
や
大
量
の
映
画
広
告
を
掲
載
し
、
同
時

に
小
規
模
な
『
電
影
日
報
』『
開
麦
拉
』『
影
劇
生
活
』
な
ど
の
映
画
専

門
新
聞
も
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
見
の
不
便
さ
な
ど
多
く
の

困
難
が
あ
り
、
新
聞
資
料
を
基
に
し
た
民
国
期
の
映
画
研
究
は
非
常
に

上
海
図
書
館
《
中
国
近
代
中
英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》
を
用
い
た

中
華
民
国
映
画
資
料
の
調
査
―
―
天
一
社
の
広
告
を
例
と
し
て

徐
舒
、
王
之
穎



13　　上海図書館《中国近代中英文報紙全文数拠庫》を用いた民国映画資料の調査

期
の
上
海
で
最
も
重
要
な
映
画
制
作
会
社
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
天
一

社
」
及
び
そ
の
制
作
に
よ
る
ト
ー
キ
ー
映
画
（
一
九
三
一
年
上
映
『
歌
場

春
色
』
と
一
九
三
二
年
上
映
『
上
海
小
姐
』）
を
例
と
し
て
、《
中
国
近
代
中

英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》
を
用
い
て
ど
の
よ
う
な
情
報
収
集
・
分
析
が

で
き
る
の
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
調
査
の
基
本
と
な
る
《
字
林
洋
行
中
英
文
報
紙
全
文
数

拠
庫
》
お
よ
び
《
中
国
近
代
中
英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》
の
特
徴
的
な

機
能
と
そ
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
詳
述
し
た
い
（
な
お
検
索
結
果
は
、

二
〇
一
九
年
二
月
現
在
の
も
の
で
あ
る
）。

　
《
全
国
報
刊
索
引
》
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
検
索
ボ
ッ
ク
ス
上
段
に
あ
る

「
中
文
報
紙
」
と
「
外
文
報
紙
」
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
、
さ
ら
に
下
段
の

「
廣
告
」
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
共
に
、
検
索
ボ
ッ
ク
ス
に
「
天
一
公
司
」

と
入
力
し
て
検
索
を
行
う
と
（
図
１
）、
合
計
三
二
六
三
件
の
検
索
結
果

が
得
ら
れ
る
。
上
海
図
書
館
は
す
べ
て
の
新
聞
に
索
引
を
付
け
て
広
告

を
記
録
し
て
い
る
の
で
、
検
索
結
果
ペ
ー
ジ
の
左
側
に
は
、
文
献
来
源
、

広
告
類
別
、
広
告
発
布
者
、
広
告
欄
目
の
そ
れ
ぞ
れ
で
ヒ
ッ
ト
し
た
件

数
、
及
び
出
版
年
に
よ
っ
て
分
別
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
結
果
の
グ
ラ

フ
が
表
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
三
二
六
三
件
の
う
ち
、一
二
四
九

件
は
『
新
聞
報
』、一
七
八
五
件
は『
小
日
報
』『
福
爾
摩
斯
（
ホ
ー
ム
ズ
）』

『
社
会
日
報
』『
世
界
晨
報
』
な
ど
の
小
報
、
そ
し
て
七
七
件
は
『
時
報
』

少
な
い
。
近
年
よ
う
や
く
新
聞
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
発
展
し
つ
つ
あ

り
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
希
少
な
資
料
も

数
多
く
研
究
者
に
も
た
ら
さ
れ
、
関
連
研
究
に
多
様
な
素
材
を
提
供
し

て
い
る
。

　

上
海
図
書
館
の
《
全
国
報
刊
索
引
》
は
新
聞

資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ひ
と
つ
で
、
現
在
、
字

林
洋
行
傘
下
の
一
連
の
中
英
文
新
聞
を
収
録

す
る
《
字
林
洋
行
中
英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》

や
《
中
国
近
代
中
英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》
な

ど
を
リ
リ
ー
ス
し
て
い
る
。《
中
国
近
代
中
英

文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》
に
は
、
中
文
新
聞
で
あ

る
『
新
聞
報
』『
時
報
』、
英
文
新
聞
の
『
大
陸

報
』
と
い
う
大
手
の
中
英
文
新
聞
を
収
録
し
て

い
る
。
く
わ
え
て
、「
小
報
」
と
い
う
全
紙
判

新
聞
よ
り
紙
面
の
小
さ
い
タ
ブ
ロ
イ
ド
判
新
聞

四
〇
〇
種
あ
ま
り
を
全
四
集
で
収
め
る
。
こ
れ

ら
は
レ
ジ
ャ
ー
や
娯
楽
情
報
を
扱
っ
た
も
の
が

多
く
、
自
由
で
大
衆
受
け
す
る
記
事
の
中
に

は
、
民
国
期
の
上
海
の
映
画
文
化
に
関
連
す
る

内
容
が
無
数
に
存
在
す
る
。

　

本
稿
は
新
聞
広
告
と
い
う
視
点
か
ら
、
民
国

図 1　
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る
。「
歌
場
春
色
は
中

国
で
初
め
て
の
…
…
」

を
繰
り
返
す
こ
と
で

勢
い
の
あ
る
宣
伝
を
作

り
、
人
の
目
を
引
い
て

い
る
。
ま
た
、
天
一
社

は
同
じ
文
章
の
広
告
を

連
続
し
て
掲
載
す
る
と

い
う
戦
略
を
と
っ
て
い

た
こ
と
も
分
か
っ
た
。

例
え
ば
、『
歌
場
春
色
』

の
広
告
は
、『
新
聞
晨

報
』
に
一
〇
月
二
九
日

か
ら
一
〇
日
間
連
続
で

掲
載
さ
れ
て
い
る
と
同

時
に
、
ほ
か
の
小
報
で

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
出
版
年
」
の
ク
ラ
ス

タ
ー
分
析
結
果
の
グ
ラ
フ
を
見
る
と
（
図
２
）、
一
九
三
〇
年
代
に
「
天

一
社
」
の
新
聞
広
告
出
現
数
が
最
高
に
達
し
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

更
に
、
一
九
三
〇
―
一
九
三
九
年
で
見
て
み
る
と
、
一
九
三
二
年
の

九
七
〇
件
が
最
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
図
３
）。

　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
機
能
を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
あ
る
一
本
の
映

画
に
関
す
る
広
告
を
多
面
的
に
解
析
し
、
天
一
社
の
宣
伝
戦
略
や
映
画

の
上
映
規
模
な
ど
に
つ
い
て
大
ま
か
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
映
画
監
督
、
俳
優
、
入
場
料
、
上
映
映
画
館
チ
ェ
ー
ン
、
広
告
の
特

色
な
ど
の
情
報
も
得
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
重
要
性
を
疑
う
余
地
は
な
い
。

　

中
国
に
お
け
る
ト
ー
キ
ー
映
画
の
先
駆
者
で
あ
る
天
一
社
は
四
十
数

万
元
の
資
本
を
投
じ
て
、
米
国
か
ら
機
器
を
購
入
し
た
。
最
初
の
ト
ー

キ
ー
映
画
で
あ
る
『
歌
場
春
色
』
は
大
あ
た
り
し
、
続
く
『
最
後
之
愛
』

『
上
海
小
姐
』
の
二
本
も
好
成
績
を
収
め
た
。

　

先
述
の
方
法
で
『
歌
場
春
色
』
を
検
索
す
る
と
、
七
四
件
の
広
告
が

ヒ
ッ
ト
す
る
。
そ
の
う
ち
七
〇
件
が
小
報
の
も
の
で
あ
る
。
小
報
の
広
告

は
、
版
組
に
柔
軟
性
が
あ
り
、
文
体
も
大
げ
さ
で
扇
動
性
が
高
く
、
映

画
フ
ァ
ン
の
興
味
を
引
き
付
け
た
。
さ
ら
に
、
排
比
（
構
造
の
類
似
す
る
文

ま
た
は
句
を
並
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
容
を
強
調
す
る
手
法
）
を
多
用
し
て

そ
の
迫
力
を
高
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
図
４
は
一
九
三
一
年
一
〇
月
二
九

日
の
小
報
『
世
界
晨
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
歌
場
春
色
』
の
広
告
で
あ

も
別
タ
イ
プ
の
『
歌
場
春
色
』
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
七
四
件
の
広
告
を
精
査
す
る
と
、
天
一
社
が
『
歌
場
春
色
』

の
宣
伝
に
入
念
な
下
準
備
を
行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
『
歌
場
春
色
』
の

広
告
を
次
の
映
画
の
宣
伝
に
う
ま
く
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

『
歌
場
春
色
』
上
映
日
程
の
半
分
が
過
ぎ
た
こ
ろ
、
天
一
社
の
広
告
で
は 図３ 図２
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映
画
館
が
連
日
超
満
員
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
し
か
も
「
上
映
日
程

終
了
後
は
『
歌
場
春
色
』
を
追
加
上
映
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
未

だ
ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
方
は
お
見
逃
し
の
無
い
よ
う
に
」
と
添
え
て

い
る
。
さ
ら
に
、「
二
本
目
の
ト
ー
キ
ー
映
画
『
最
後
之
愛
』
は
す
で
に

ク
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
し
て
お
り
、
近
日
公
開
予
定
で
す
」
と
も
発
表
し
、

次
回
作
へ
の
観
客
の
期
待
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。『
歌
場
春
色
』
の
上

映
終
了
後
に
は
、
天
一
社
は
『
羅
賓
漢（
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
）』『
大
晶
報
』『
克

雷
斯
』『
世
界
晨
報
』
に
『
歌
場
春
色
』『
最
後
之
愛
』『
上
海
小
姐
』
を

セ
ッ
ト
で
掲
載
・
宣
伝
し
た
。

広
告
内
容
以
外
で
は
、
映
画
広
告
が
紙
面
に
占
め
る
割
合
と
位
置
か

ら
も
、
あ
る
程
度
映
画
配
給
会
社
の
宣
伝
方
針
と
力
の
入
れ
方
を
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
三
二
年
四
月
二
六
日
発
行
の
『
新
聞
報
』

に
注
目
し
た
い
。
こ
の
『
新
聞
報
』
は
「
広
告
新
聞
」
と
も
呼
ば
れ
る

ほ
ど
広
告
紙
面
が
特
徴
的
な
新
聞
で
、
広
告
の
配
置
や
形
式
も
多
様
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
近
代
中
国
に
お
い
て
、
重
要
な
研
究
対
象
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
日
に
『
新
聞
報
』
が
初
め
て
『
上
海
小
姐
』
の
半

面
広
告
を
掲
載
し
て
非
常
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
は
、
極
め
て

象
徴
的
な
出
来
事
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

図
５
が
そ
の
『
新
聞
報
』
第
一
面
で
あ
る
が
、『
上
海
小
姐
』
の
広
告

が
『
新
聞
報
』
の
題
字
の
左
側
、
全
紙
面
の
半
分
を
占
め
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
全
一
四
面
の
う
ち
、
映
画
の
全
面
広
告
ペ
ー
ジ
が
二

面
と
ら
れ
て
お
り
、
一
面
は
主
に
上
海
で
同
時
上
映
さ
れ
て
い
る
ハ
リ

ウ
ッ
ド
映
画
の
広
告
が
並
び
（
図
６
）、
も
う
一
面
に
は
国
内
映
画
の
広

図 4　 1931 年 10 月 29 日
　　　『世界晨報』より

図 5　1932 年 4 月 26 日『新聞報』より
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告
（
図
７
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
天
一
社
は
第
一
面
の
半
面
の
広
告

権
を
買
い
取
っ
た
だ
け
で
な
く
、
映
画
広
告
ペ
ー
ジ
に
も
『
上
海
小
姐
』

の
広
告
を
出
し
て
お
り
、
最
も
目
を
引
く
位
置
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

同
時
に
天
一
社
の
も
う
一
本
の
ト
ー
キ
ー
映
画
で
あ
る
『
最
後
之
愛
』

の
広
告
も
あ
り
、
一
九
三
〇
年
代
は
じ
め
、
天
一
社
が
中
国
映
画
界
に

お
い
て
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
、
天
一
社
と
そ
の
撮
影
し
た
ト
ー
キ
ー
映
画
を
例
に
し
て
、《
中

国
近
代
中
英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》
の
検
索
方
法
と
そ
の
結
果
の
活
用

に
つ
い
て
示
し
た
。

　

当
然
、
広
告
以
外
に
も
新
聞
の
本
文
中
に
は
研
究
に
値
す
る
内
容
が

多
く
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
一
九
三
六
年
七
月
三
一
日
付
の
『
社
会
日

報
』
第
二
版
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
邵
酔
翁
の
新
宣
伝
技
術
」
で
は
、

天
一
社
が
宣
伝
で
成
功
を
収
め
た
理
由
を
分
析
し
て
お
り
、
一
九
三
一

年
七
月
一
三
日
付
の
『
小
日
報
』
で
は
「
天
一
影
片
公
司
は
間
も
な
く

最
初
の
ト
ー
キ
ー
映
画
の
撮
影
を
開
始
す
る
。
タ
イ
ト
ル
は
『
歌
場
春

色
』
で
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
で
の
悲
し
み
に
あ
ふ
れ
た
出
来
事
を
描
き
、

女
性
ダ
ン
サ
ー
四
～
五
〇
人
に
よ
る
ダ
ン
ス
シ
ー
ン
が
二
場
面
有
り

図６（上）・図 7（下）
1932 年 4 月 26 日『新聞報』より
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…
…
」
と
映
画
の
シ
ー
ン
な
ど
を
詳
細
に
描
写
し
て
い
る
。『
新
聞
報
』

で
も
『
上
海
小
姐
』
の
レ
ビ
ュ
ー
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
映
画
に
対
す
る

世
論
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
チ
ャ
ネ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　

天
一
社
は
そ
の
後
東
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
香
港
で
の
映
画
館
経
営
や
映

画
制
作
を
続
け
、
広
東
語
映
画
の
撮
影
に
も
力
を
注
ぎ
、
最
終
的
に
邵

氏
帝
国
を
築
き
上
げ
た
た
め
、
そ
の
研
究
の
方
向
性
も
多
様
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
映
画
と
広
東
語
圏
文
化
の
相
互
関
係
、
映
画

の
中
で
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
流
行
、
あ
る
い
は
映
画
に
あ
ら
わ
れ
る
女

性
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
歴
史
や
社
会
学
に
関
す
る
研
究
、
建
築
史
に
お

け
る
映
画
館
の
位
置
づ
け
、
上
海
の
映
画
産
業
と
都
市
文
化
の
関
係
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
研
究
者
に
よ
る
整
理
と
検
討
を
待
っ
て
い

る
。
そ
の
他
の
分
野
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
近
代
の
新
聞
は
、
新
た

に
扉
が
開
か
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
宝
庫
の
一
つ
で
あ
る
。

　

上
海
図
書
館
は
《
中
国
近
代
中
英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》
に
対
し
て
、

積
極
的
に
資
料
を
追
加
し
て
い
く
予
定
な
の
で
、
今
後
も
更
に
多
く
の

民
国
期
の
中
文
・
英
文
新
聞
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
各
分
野
の
研
究
に

更
な
る
利
便
性
や
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
も
の
と
信
じ
て

い
る
。

（
じ
ょ
・
じ
ょ
、
お
う
・
し
え
い　

上
海
図
書
館
）

ご
案
内

　
《
全
国
報
刊
索
引
》
と
は
、《
字
林
洋
行
中
英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》

《
中
国
近
代
中
英
文
報
紙
全
文
数
拠
庫
》
の
他
、《
晩
清
期
刊
全
文

数
拠
庫
》《
中
文
期
刊
全
文
数
拠
庫
》《
晩
清
期
刊
篇
名
数
拠
庫
》《
中

文
期
刊
篇
名
数
拠
庫
》《
中
国
金
代
文
献
図
庫
（
図
片
庫
）》
を
含

む
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
総
称
で
す
。

　

検
索
も
含
め
、《
全
国
報
刊
索
引
》
の
ご
利
用
に
は
、
登
録
が
必
要
で

す
。
東
方
書
店
で
は
随
時
ト
ラ
イ
ア
ル
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

ト
ラ
イ
ア
ル
は
大
学
・
機
関
単
位
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
個

人
で
の
ト
ラ
イ
ア
ル
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

東
方
書
店
業
務
セ
ン
タ
ー

T
EL03-3937-0300

／FA
X
03-3937-0955

／

tokyo@
toho-shoten.co.jp

　

東
方
書
店
関
西
支
社

T
EL06-6337-4760

／FA
X
06-6337-4762

／

kansai@
toho-shoten.co.jp


