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中
国
の
映
画
市
場
が
北
米
に
次
ぐ
世
界
第
二
位
の
規
模
と
な
っ
た
こ

と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
中
国
で
製
作
さ
れ
る

映
画
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
バ
ス
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
商
業
的
な
劇
映
画
作
品

だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ス
タ
ー
が
き
ら
び
や
か
に
顔
を
そ
ろ
え
、

大
量
の
宣
伝
が
投
下
さ
れ
る
メ
ジ
ャ
ー
作
品
と
は
別
に
、
政
府
の
検
閲

を
通
ら
な
い
、
あ
る
い
は
市
場
の
選
別
か
ら
漏
れ
、
一
般
上
映
の
機
会

が
得
ら
れ
な
い
フ
ィ
ル
ム
が
、
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
規
模
で
存
在

す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

中
華
人
民
共
和
国
の
映
画
史
を
ひ
も
と
く
と
、
建
国
か
ら
数
年
後
に

民
間
の
映
画
会
社
が
消
滅
し
、
国
営
撮
影
所
が
独
占
的
に
映
画
製
作
を

行
う
時
期
が
長
く
続
い
た
。
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
前
半
を
頂
点
に
、

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
偏
っ
た
内
容
を
有
す
る
フ
ィ
ル
ム
が
数
多
く
製
作
さ

れ
た
が
、
文
化
大
革
命
終
結
後
に
改
革
開
放
政
策
が
実
行
さ
れ
る
と
、

中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
源
を
探
り
、

作
り
手
た
ち
の
熱
を
写
し
取
ろ
う
と
す
る
試
み
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創
作
の
機
会
を
得
た
若
い
世
代
の
映
画
人
に
よ
る
新
し
い
試
み
が
話
題

を
呼
び
、
世
界
的
に
注
目
さ
れ
る
作
品
も
次
々
と
登
場
し
た
。
そ
の
一

方
、
市
場
経
済
の
導
入
に
よ
る
影
響
も
甚
大
で
、
政
治
的
功
利
性
を
基

盤
と
し
た
映
画
体
制
は
、
大
き
く
揺
ら
ぎ
始
め
た
。
中
国
の
イ
ン
デ
ィ

ペ
ン
デ
ン
ト
映
画
は
、
ま
さ
に
そ
の
間
隙
を
縫
う
形
で
誕
生
し
、
一
九

九
〇
年
代
以
降
、
中
国
の
厳
し
い
現
実
を
直
視
し
、
社
会
の
周
縁
に
立

つ
人
々
の
存
在
に
光
を
あ
て
る
作
品
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
で
、
検
閲

を
経
て
劇
場
公
開
さ
れ
る
一
般
の
作
品
と
は
別
の
映
像
世
界
を
切
り
拓

い
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
映
画
製
作
の
自
由
化
が
進
み
、
民
間
企
業
の
進
出
が
相

次
ぐ
と
と
も
に
、
様
々
な
他
業
種
に
よ
る
映
画
へ
の
投
資
が
珍
し
く
な

く
な
っ
た
現
在
、
独
立
（
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
）
＝
地
下
（
ア
ン
ダ
ー

グ
ラ
ウ
ン
ド
）
と
い
う
単
純
な
図
式
は
崩
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
中
国

佐
藤
賢
著

中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
論
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ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
は
、
基
本
的
に
今
も
変
わ
ら
ず
、
ア
ン
ダ
ー

グ
ラ
ウ
ン
ド
に
足
場
を
置
き
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
映
画
と
も
、
マ
ス
コ
ミ

報
道
と
も
異
な
る
視
点
か
ら
、
生
活
者
の
姿
や
社
会
の
様
相
を
と
ら
え
、

見
る
者
に
強
い
衝
撃
を
与
え
続
け
て
い
る
。
時
に
そ
れ
は
、
映
画
の
持

つ
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
果
敢
に
挑
戦
す
る
よ
う
な
斬
新
な
切
り
口

を
観
客
に
突
き
つ
け
も
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
幅
広
い
関
心
を
集
め
て
き
た
。
例
え
ば
、

ア
ジ
ア
初
の
国
際
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
と
し
て
一
九
八
九
年
か

ら
隔
年
で
開
催
さ
れ
て
い
る
山
形
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
（
二
〇

一
九
年
は
一
〇
月
一
〇
日
か
ら
一
七
日
ま
で
開
催
）
で
は
、
中
国
の
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
フ
ィ
ル
ム
が
、
毎
回
の
よ
う
に
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
作
品

に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
代
表
的
監
督
で
あ

る
王
兵
（
ワ
ン
・
ビ
ン
）
に
至
っ
て
は
、
二
〇
〇
三
年
に
『
鉄
西
区
』、

二
〇
〇
七
年
に
『
鳳
鳴
（
フ
ォ
ン
ミ
ン
）
―
―
中
国
の
記
憶
』
で
、
大

賞
に
あ
た
る
ロ
バ
ー
ト
＆
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ラ
ハ
テ
ィ
賞
に
二
度
も
輝

い
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ル
ム
に
対
し
、
個
別
の
作
品
論

や
作
家
論
を
超
え
た
視
点
か
ら
議
論
を
行
う
環
境
が
、
日
本
に
お
い

て
十
分
整
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
中
国
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
論
と
し
て
日
本
語
で
書
か
れ
た
初
の
単
著
と
な
る
本
書

は
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
待
望
の
一
冊
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
個

人
的
に
も
、
大
学
院
で
共
に
学
ん
だ
筆
者
の
研
究
が
こ
う
し
て
刊
行
さ

れ
、
書
評
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
大
変
喜
ば
し
く
、
ま
た
刺
激

と
も
な
る
。

　

筆
者
で
あ
る
佐
藤
賢
氏
の
経
歴
は
、「
あ
と
が
き
」
に
詳
し
い
。
彼

は
、
留
学
中
の
体
験
を
き
っ
か
け
に
、
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

研
究
に
転
じ
、
こ
れ
ま
で
に
数
々
の
論
考
を
発
表
し
て
き
た
。
そ
れ
ら

は
本
書
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
賈
樟
柯
（
ジ
ャ
・

ジ
ャ
ン
ク
ー
）
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
翻
訳
（『
ジ
ャ
・
ジ
ャ
ン
ク
ー
「
映
画
」

「
時
代
」「
中
国
」
を
語
る
』
丸
川
哲
史
と
共
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）
な

ど
も
手
掛
け
て
い
る
。

　

本
書
巻
末
に
多
く
の
参
考
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国

で
も
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
巡
る
議
論
は
、
盛
ん
で
は
あ
る
。
た
だ

管
見
に
よ
れ
ば
、
何
人
か
の
映
像
作
家
を
取
り
上
げ
、
彼
／
彼
女
ら
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
そ
の
作
品
分
析
を
集
積
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
中
国

映
画
の
一
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
と
ら
え
、

そ
の
歴
史
を
時
代
の
変
化
と
と
も
に
論
じ
る
、
と
い
う
も
の
が
主
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
論
考
は
示
唆
に
富
む
内
容
を
含
ん
で
お
り
、

資
料
的
価
値
も
高
い
が
、
な
ぜ
中
国
に
お
い
て
優
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
フ
ィ
ル
ム
が
次
々
と
現
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
直

接
応
え
つ
つ
、そ
の
痕
跡
を
た
ど
り
、道
筋
を
描
い
た
も
の
は
稀
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
本
書
は
、
創
作
者
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ま
た
デ
ジ
タ

ル
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
や
海
賊
版
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
普
及
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
注
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目
し
な
が
ら
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が
波
及
力
を
持
つ
メ
デ
ィ
ア

と
し
て
勃
興
し
、
広
ま
る
に
至
っ
た
背
景
、
あ
る
い
は
核
心
的
要
素
に

迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
４
章
で
は
、
一
部
の
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
映
画
創
作
の
原
点
に
、
シ
ネ
ク
ラ
ブ
な
ど
の
「
映
画
を
見
る
運

動
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
個
々
の
作
品
に
関
心
を
寄

せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
土
壌
と
な
る
部
分
に
目
を
向
け
た
点
に
、

筆
者
の
見
識
の
確
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。「
は
じ
め
に
」
で
生
き
生
き

と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
が
研
究
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
創

作
者
た
ち
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
著
作
を
血
の
通
っ

た
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

次
に
、
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
を
加
え
た
い
。
全
体
は
、

研
究
の
動
機
や
概
要
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
「
は
じ
め
に
」、
巻
末
の
資

料
や
「
あ
と
が
き
」
を
除
い
て
、
五
章
か
ら
な
る
。

　

第
１
章
は
、
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
に
よ
る
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
映
画
の
黎
明
期
に
関
す
る
も
の
で
、
呉
文
光
ら
に
よ
る
初
期
の
作
品

や
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
第
六
世
代
と
呼
ば
れ
る
映
画
人
た
ち
の
当
時

の
創
作
活
動
な
ど
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　

第
２
章
で
は
、
小
川
紳
介
や
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ワ
イ
ズ
マ
ン
と
い
っ

た
国
外
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
監
督
の
影
響
を
受
け
て
、
中
国
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
変
貌
を
遂
げ
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
主
体
で
あ
っ
た

テ
レ
ビ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
世
界
で
も
、
新
し
い
動
き
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
３
章
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
普
及
が
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン

デ
ン
ト
映
画
、
さ
ら
に
個
人
に
よ
る
映
画
製
作
を
容
易
に
す
る
と
と
も

に
、
コ
ス
ト
の
面
で
フ
ィ
ル
ム
撮
影
で
は
難
し
か
っ
た
、
長
時
間
撮
影

を
実
行
可
能
な
も
の
と
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
キ
ャ
メ
ラ
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
対
象
が
多
く
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、『
鉄
西
区
』
の
よ
う
に
「
外
在
的

な
も
の
に
頼
る
こ
と
の
な
い
直
接
的
な
表
現
」（
一
九
四
頁
）
が
生
み
出

さ
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。

　

第
４
章
は
、前
述
し
た「
映
画
を
見
る
運
動
」に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

海
賊
版
映
像
ソ
フ
ト
の
流
通
は
、
多
く
の
映
画
フ
ァ
ン
の
需
要
に
応
え

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
は
彼
／
彼
女
ら
の
交
流
の
場
と
し

て
の
シ
ネ
ク
ラ
ブ
の
成
立
と
拡
充
を
後
押
し
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
構
築

さ
れ
た
人
々
の
つ
な
が
り
が
新
た
な
創
作
や
各
種
の
映
画
祭
を
生
み
出

す
母
体
と
な
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

第
５
章
は
、
三
峡
ダ
ム
や
中
国
現
代
史
を
テ
ー
マ
に
す
る
作
品
や
、

こ
れ
ま
で
映
像
を
撮
ら
れ
る
側
に
あ
っ
た
住
民
に
映
像
を
撮
ら
せ
る
活

動
に
つ
い
て
紹
介
し
な
が
ら
、
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
新
た

な
可
能
性
に
触
れ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
要
諦
を

と
ら
え
る
べ
く
、
射
程
を
広
げ
、
様
々
な
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
で
も
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
フ
ィ
ル
ム
は
氷
山
の
一

角
に
過
ぎ
ず
、
著
名
な
作
品
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
た

だ
実
際
の
と
こ
ろ
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
フ
ィ
ル
ム
は
無
数
に
存
在
し
、

し
か
も
そ
の
多
く
が
「
地
下
」
に
潜
ん
で
い
る
以
上
、
そ
の
全
体
を
把

握
し
、
中
立
的
に
記
述
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の

現
実
に
対
し
本
書
は
、
第
１
章
で
出
現
、
第
５
章
で
今
、
と
ク
ロ
ノ
ロ

ジ
カ
ル
な
流
れ
を
ゆ
る
や
か
に
示
し
な
が
ら
、
筆
者
が
そ
の
過
程
を
一

つ
の
運
動
と
と
ら
え
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
に
絞
っ
て

読
解
を
施
し
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、

と
い
う
手
法
を
取
る
。
こ
う
し
て
読
者
は
、
筆
者
の
視
座
を
共
有
す
る

こ
と
で
、
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が
築
く
壮
大
な
風
景
の
一
端

を
覗
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

た
だ
し
本
書
は
、
上
記
の
こ
と
に
も
関
係
す
る
、
い
く
つ
か
の
問
題

を
含
ん
で
い
る
。
確
か
に
本
書
は
、
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を

見
通
す
上
で
有
力
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
れ
が
唯
一

の
も
の
と
断
言
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
様
々
な
観
点
が

あ
る
中
で
、
筆
者
が
ど
う
い
う
方
法
論
あ
る
い
は
理
論
に
基
づ
い
て
こ

う
し
た
角
度
か
ら
議
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
先
行
研

究
と
は
何
が
異
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
言
及
が
不
可
欠

な
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
本
書
で
は
、「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
の
ほ
か
、

「
地
下
」、「
独
立
」
な
ど
重
要
な
概
念
が
い
く
つ
か
繰
り
返
し
登
場
す

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
関
係
性
が
、
明
確
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
、
本
書
の
元
と
な
っ
た
博
士

論
文
で
は
、
十
全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
も
の
の
終
章
が
置
か
れ
て
い
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た
の
に
対
し
、
本
書
で
は
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
は
な
く
、「
あ
と
が

き
」
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
本
書
が
最
終
的
に
何
を
明
ら
か
に
し
た
の

か
を
示
す
た
め
に
も
、
結
論
と
な
る
章
は
設
け
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
ほ
か
、
本
書
に
お
い
て
、
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
の
輪
郭
は
「
運
動
」
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
中

国
な
い
し
世
界
の
映
画
史
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
も

の
な
の
か
、
ま
た
中
国
の
社
会
や
文
化
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味

を
有
す
る
こ
と
な
の
か
、
と
い
っ
た
根
本
的
な
疑
問
は
、
積
み
残
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
問
題
点
が
あ
る
と
は
言
え
、
研
究
書
で
あ
り
な

が
ら
、
限
定
さ
れ
た
一
部
の
専
門
家
を
超
え
た
広
い
層
の
興
味
、
関
心

に
沿
う
も
の
と
し
て
、
本
書
が
上
梓
さ
れ
た
意
義
は
大
き
く
、
中
国
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
に
対
す
る
知
識
や
理
解
を
深
め
る
た
め
の
礎
と

な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
上
で
、
筆
者
が
本
書
を
足
掛
か
り
に
、

十
分
追
求
せ
ず
に
終
わ
っ
た
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
よ
り
充
実
し
た
議

論
を
打
ち
立
て
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
新
た
な
作
品
と
の
魅
惑
的
な

対
話
を
さ
ら
に
重
ね
て
い
く
こ
と
を
強
く
期
待
し
た
い
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
に
よ
っ
て
映
像
の
偏
在
化
が
急
速
に
広
が

る
な
ど
、
映
画
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
ど
の
国
で
も
日
夜
大
き
く
変
化

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
に
顕
著
な
動
き
を
示
し
て
い
く
の
だ
ろ
う

か
。
中
国
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が
一
つ
の
運
動
を
な
す
と
す
れ
ば
、

そ
の
行
く
末
を
見
届
け
て
い
く
こ
と
も
、
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
る

べ
き
だ
ろ
う
。

（
あ
べ
・
の
り
ゆ
き　

同
志
社
大
学
）




