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時
代
を
映
す
鏡
ー
ー

ア
メ
リ
カ
の
映
画
、
日
本
の
映
画

映
画
は
時
代
の
鏡
で
あ
る
。
そ
の
背
景

に
は
時
代
の
経
済
や
経
営
が
映
し
出
さ
れ

る
。
暗
闇
に
入
り
日
常
生
活
と
遮
断
さ
れ

た
中
で
、
覚
醒
し
た
意
識
は
そ
の
背
景
の
中

に
没
入
す
る
。
多
忙
な
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と

り
、
少
し
空
い
た
時
間
を
こ
の
異
空
間
に
置

く
こ
と
は
、
気
分
転
換
に
な
り
、
時
空
を
超

え
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
今
回
は
そ
の
よ
う
な
際
の
道
案

内
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
代
表

す
る
二
人
の
同
世
代
の
映
画
批
評
家
の
本

を
紹
介
し
た
い
。

R
og
er
E
b
ert

は
一
九
四
二
年
生
ま

れ
、
大
衆
紙
シ
カ
ゴ
・
サ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
で
四
〇

年
に
わ
た
り
映
画
評
を
書
き
続
け
、
全
国

二
〇
〇
紙
以
上
に
配
信
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
を

代
表
す
る
映
画
批
評
家
で
あ
る
。
シ
カ
ゴ
ト

リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
のG

en
e
S
isk
el

を
相
棒
に
、

同
氏
が
先
年
亡
く
な
る
ま
で
続
い
た
テ
レ
ビ

の
映
画
評
番
組T

w
o
T
h
u
m
b
s
U
p

は
、

米
国
に
駐
在
し
た
人
な
ら
一
度
は
見
た
こ

と
が
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
二
人
が
親
指

を
立
て
た
映
画
は
間
違
い
な
い
名
画
と
し
て

観
客
動
員
数
に
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

筆
者
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
シ
カ
ゴ
駐
在

中E
bert

夫
妻
と
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ

こ
で
の
話
題
は
当
時
ま
だ
マ
イ
ナ
ー
だ
っ
た

日
本
の
ホ
ラ
ー
映
画
の
話
で
あ
っ
た
が
、
好

奇
心
旺
盛
で
ウ
イ
ッ
ト
の
あ
る
人
柄
が
よ
く

理
解
で
き
た
。

本
書
はE

bert
の
四
〇
年
間
の
代
表
的
映

画
批
評
や
エ
ッ
セ
ー
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め

た
本
で
あ
る
。
彼
の
批
評
は
、
そ
の
豊
富
な

映
画
知
識
を
背
景
に
そ
の
画
面
や
登
場
人

物
に
つ
い
て
平
易
な
言
葉
で
書
き
な
が
ら
、

監
督
や
俳
優
の
心
理
、
時
代
背
景
な
ど
に

亘
る
奥
深
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ

の
特
徴
が
あ
る
。
奥
さ
ん
が
黒
人
弁
護
士

で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、ア
メ
リ
カ
の
人
種
や
貧

困
の
問
題
に
も
さ
り
げ
な
く
触
れ
る
。
映

画
を
見
て
い
る
と
き
に
は
思
い
が
及
ば
な
か

っ
た
、
そ
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
よ
く
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
を
読
む
暇
の
な

い
人
に
は
、
彼
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
最
新
の
映

画
評
を
チ
ェッ
ク
す
る
の
に
よ
い
。

http://rogerebert.suntim
es.com

/

川
本
三
郎
は
一
九
四
四
年
生
ま
れ
の
評

論
家
で
あ
る
。
大
学
卒
業
後
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ

ル
の
記
者
と
な
る
が
、
一
九
七
三
年
に
あ
る

政
治
的
事
件
に
か
か
わ
り
、
朝
日
新
聞
社

を
辞
職
後
、
隠
遁
人
の
よ
う
な
気
分
で
映

画
や
旅
の
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
の
ま
な

ざ
し
は
市
井
に
住
む
、
時
代
か
ら
取
り
残

さ
れ
た
よ
う
な
普
通
の
人
々
の
生
活
に
向
け

ら
れ
る
。
川
本
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
本

書
の
テ
ー
マ
は
、ア
メ
リ
カ
に
あ
こ
が
れ
な
が

ら
そ
れ
に
反
発
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
の
経

済
な
ど
の
問
題
に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
も
つ

つ
ま
し
く
も
日
本
の
伝
統
を
守
り
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
回
帰
す
る
人
々
の
再
認
識
で
あ

る
。
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
日
本
の
社
会
は

父
親
を
も
た
な
い
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し

た
が
っ
て
戦
後
映
画
の
主
人
公
は
戦
争
未
亡

人
や
強
い
母
親
で
あ
っ
て
、
そ
の
働
き
が
戦
後

の
安
定
し
た
日
本
の
成
長
を
支
え
た
と
す

る
。
戦
後
の
日
本
社
会
は
高
度
成
長
の
過

程
で
さ
ま
ざ
ま
な
前
近
代
的
な
、
時
代
に

対
応
で
き
な
い
も
の
を
切
り
捨
て
て
い
っ
た
。

彼
の
愛
す
る
日
本
映
画
は
そ
こ
で
切
り
捨

て
ら
れ
た
人
々
の
姿
を
描
く
。
経
済
の
成
長

と
共
に
、
や
が
て
日
本
映
画
は
三
船
敏
郎
や

勝
新
太
郎
の
よ
う
な
強
い
人
間
で
は
な
く
、

笠
智
衆
の
よ
う
な
弱
い
男
を
好
む
よ
う
に
な

る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
日
本
映
画
は
高
度

成
長
の
中
で
翻
弄
さ
れ
た
日
本
人
の
癒
し

と
な
っ
た
。
川
本
の
本
を
座
右
に
お
い
て
、
ビ

デ
オ
を
借
り
て
こ
の
よ
う
な
映
画
を
た
ま
に

見
る
と
、
日
々
の
多
忙
な
生
活
の
中
で
我
々

が
忘
れ
た
も
の
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

こ
の
戦
後
日
本
と
ア
メ
リ
カ
が
生
ん
だ
二

人
の
練
達
の
映
画
批
評
家
を
友
と
し
て
映

画
を
鑑
賞
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
人
々

の
時
代
背
景
を
映
し
た
な
り
わ
い
が
深
く

理
解
で
き
る
気
が
す
る
。
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