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一

　
あ
る
映
画
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
、
面
白
い
か
、
面
白
く
な
い
か
と
い
ふ
こ

と
を
特
に
取
り
た
て
て
論
じ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
あ
ま
り
意
味
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
面
白
い
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
面
白
い
テ
ー
マ

や
面
白
い
人
物
の
面
白
い
組
合
せ
か
ら
生
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
作
品
全
体
の

な
か
に
、
作
者
の
思
想
や
才
能
の
質
と
し
て
、
既
に
そ
の
根
が
お
ろ
さ
れ
て

ゐ
る
わ
け
で
あ
つ
て
、
あ
る
作
品
の
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
特
に
面
白
い
」
と

い
ふ
場
合
は
お
ほ
む
ね
、
そ
の
作
品
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
、
専
門
の
劇
作
家

の
手
に
成
り
、
そ
の
劇
作
家
が
ま
た
、
機
智
に
富
ん
だ
喜
劇
作
者
で
あ
る
場
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合
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
。

　
フ
ラ
ン
ス
映
画
に
例
を
と
る
と
よ
く
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
一
般
に
、
発
声
映
画
の
魅
力
の
大
き
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
計
算
に
入
れ
る
こ
と
は
今
日
常
識
と
な
つ
て
ゐ
る
筈
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
欧
米
の
ト
ー
キ
ー
は
、
あ
ら
ま
し
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を

誰
が
書
い
た
か
が
わ
か
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
て
、
そ
の
責
任
を
監
督
の
み
に

負
は
せ
な
い
仕
組
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
い
は
ゆ
る
文
芸
映
画
と
称
せ
ら
れ
る
小
説
の
映
画
化
で
も
、
原
作
の
「
会

話
」
の
あ
る
部
分
を
そ
の
ま
ま
使
ふ
や
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

小
説
の
会
話
は
な
ん
と
し
て
も
映
画
の
会
話
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
戯
曲
の
会
話
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
「
映
画
的
」
と
は
言
へ
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な
い
。

　
た
だ
、
戯
曲
作
家
で
は
な
い
ま
で
も
、
戯
曲
的
な
対
話
の
書
け
る
作
家
の

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
対
す
る
セ
ン
ス
は
、
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
製
作
に
当
つ
て
、

大
い
に
利
用
す
べ
き
だ
と
思
ふ
。

　
も
し
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
け
ば
、
専
門
の
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ア
と
、
専
門

の
劇
作
家
と
の
協
力
に
よ
つ
て
、
日
本
映
画
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
あ
る
程

度
、
現
在
の
水
準
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
私
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
、
嘗
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｌ
（
た
し
か
東
宝
の
前
身
）
が
、
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劇
作
家
田
中
千
禾
夫
君
を
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
書
き
手
と
し
て
招
聘
し
た
こ

と
が
あ
つ
た
。
私
は
、
そ
の
着
眼
は
甚
だ
面
白
い
と
思
つ
た
が
、
会
社
は
、

田
中
君
に
ど
ん
な
仕
事
を
さ
せ
た
か
。
あ
る
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
を
見
せ
て
、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
部
分
に
手
を
入
れ
て
、
も
つ
と
面
白
い
も
の
に
し
て
く
れ

と
言
は
れ
て
も
、
私
な
ら
、
そ
れ
は
で
き
な
い
と
断
る
。

　
つ
ま
り
、
さ
う
い
ふ
仕
事
を
さ
せ
る
な
ら
、
シ
ナ
リ
オ
の
出
来
上
る
前
に

シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ア
と
、
も
つ
と
直
接
に
相
談
を
さ
せ
て
、
人
物
の
構
成
や

プ
ロ
ッ
ト
の
細
部
に
ま
で
立
ち
入
つ
て
、
多
少
と
も
自
由
に
あ
る
場
面
を
設

定
さ
せ
る
や
う
に
し
な
け
れ
ば
効
果
は
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

6映画のダイアローグについて



　
だ
い
た
い
、
文
学
形
式
と
し
て
の
「
対
話
」
は
、
日
本
で
は
、
非
常
に
立

ち
お
く
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
原
因
は
、
作
家
の
側
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
わ
が
国
の
社
会
生
活
の
畸
型
性
に
あ
る
。
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
日
常

の
会
話
の
な
か
に
、
徒
ら
に
ゆ
が
め
ら
れ
た
対
人
意
識
が
の
さ
ば
つ
て
ゐ
て
、

豊
か
な
人
間
性
を
織
り
込
む
努
力
を
、
そ
れ
ほ
ど
尊
重
し
な
い
風
習
が
い
つ

の
間
に
か
で
き
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
風
習
と
闘
ふ
も
の
は
、
常
に
庶
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ

し
て
そ
の
庶
民
の
表
現
に
生
彩
を
与
へ
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
、
わ
づ
か
に
、

「
世
話
物
」
な
る
一
部
分
の
演
劇
と
、
講
談
落
語
の
類
し
か
な
か
つ
た
の
だ

と
私
は
思
ふ
。

7



　
明
治
以
後
の
文
学
を
通
じ
て
、
知
識
層
の
対
話
語
の
生
硬
さ
を
み
る
が
い

い
。

　
現
代
生
活
の
著
し
い
貧
し
さ
の
一
つ
に
、
「
対
話
」
の
紋
切
型
と
月
並
と

を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
そ
こ
へ
も
つ
て
来
て
、
外
国
文
学
、
こ
と
に
、
外
国
劇
の
翻
訳
移
入
が
あ

つ
た
。

　
現
代
の
演
劇
は
、
ま
だ
庶
民
の
間
か
ら
生
れ
て
来
て
ゐ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
最
近
い
く
つ
か
の
日
本
映
画
を
観
る
機
会
が
あ
り
、
私
は
、
そ
れ
ら
の
映

8映画のダイアローグについて



画
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
つ
い
て
、
共
通
の
欠
点
と
思
は
れ
る
二
三
の
問
題
に

つ
い
て
考
へ
た
。

　
第
一
は
、
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
非
常
に
粗
末
に
扱
は
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
つ
ま
り
、
対
話
の
生
命
と
も
い
ふ
べ
き
「
応
酬
の
呼

吸
」
が
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が

す
べ
て
、
そ
し
て
常
に
、
作
者
の
意
志
に
よ
つ
て
の
み
、
も
の
を
言
は
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
せ
り
ふ
」
と
い
ふ
も
の
の
初
歩
的
な
観
念
が
ま
だ
十
分
に
、
ト
ー
キ
ー
で

は
で
き
て
ゐ
な
い
や
う
な
気
が
す
る
。

　
そ
の
点
、
新
劇
出
の
俳
優
は
い
く
ぶ
ん
ま
し
な
や
う
だ
が
、
映
画
の
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
が
、
芝
居
に
お
け
る
そ
れ
と
根
本
的
に
違
ふ
と
こ
ろ
は
、
い
ふ
ま
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で
も
な
く
、
芝
居
で
は
、
「
聞
か
せ
る
」
の
が
主
で
あ
る
が
、
映
画
で
は
、

「
聞
え
る
」
や
う
に
言
ふ
の
が
原
則
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
演
技
の
使

ひ
分
け
が
も
つ
と
で
き
た
ら
と
思
ふ
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

　
そ
れ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
舞
台
よ
り
一
層
ス
ク
リ
ー
ン
で
は
、
俳
優
の

声
が
耳
障
り
で
あ
つ
て
は
困
る
。

　
日
本
人
の
声
の
質
は
、
よ
ほ
ど
訓
練
を
得
な
い
と
、
ひ
と
に
快
感
を
与
へ

る
や
う
な
声
に
な
ら
な
い
の
だ
、
と
、
私
は
思
ふ
。

　
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
魅
力
の
半
分
は
、
そ
の
人
物
の
そ
れ
ら
し
い
声
の
調
子

で
あ
る
。
俳
優
が
自
分
の
声
を
ま
づ
マ
ス
タ
ア
で
き
な
け
れ
ば
、
思
ふ
や
う

な
声
の
色
合
は
だ
せ
な
い
。

　
声
の
単
調
さ
は
、
一
種
の
表
情
の
貧
し
さ
で
あ
つ
て
、
ト
ー
キ
ー
に
お
け
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る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
致
命
的
な
欠
陥
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五

　
映
画
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
、
ふ
と
想
ひ
出
す
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
映
画
「
ア

ル
ル
の
女
」
で
あ
る
。
終
戦
直
後
輸
入
さ
れ
た
時
、
私
は
そ
の
試
写
を
見
る

機
会
を
得
た
。

　
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
、
マ
ル
セ
ル

・
ア
シ
ャ
ー
ル
脚
色
及
び
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
出
て
ゐ
た
。

　
な
る
ほ
ど
、
原
作
を
大
胆
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
一
篇
の
劇
的
な
映
画
シ
ナ

リ
オ
に
し
た
ア
シ
ャ
ー
ル
の
手
腕
は
別
と
し
て
、
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
人
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物
の
「
対
話
」
は
、
ほ
と
ん
ど
原
作
に
は
な
い
や
う
な
、
軽
妙
な
ア
シ
ャ
ー

ル
式
対
話
に
な
つ
て
ゐ
る
の
を
面
白
く
思
つ
た
。
そ
の
く
せ
、
原
作
の
人
物

は
ち
や
ん
と
、
そ
れ
ら
し
く
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
上
、
あ
の
原
作
の

風
味
と
な
つ
て
ゐ
る
南
仏
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
地
方
色
を
、
可
な
り
忠
実
に
印

象
的
に
現
は
し
て
ゐ
る
の
に
感
心
し
た
。

　
私
は
、
こ
の
例
を
す
ぐ
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
よ
う
と
は
思
は
な
い
が
、

近
く
堀
辰
雄
君
の
作
品
が
木
下
恵
介
監
督
の
手
で
映
画
化
さ
れ
る
話
が
き
ま

つ
た
に
つ
い
て
、
考
へ
や
う
に
よ
つ
て
は
む
づ
か
し
い
堀
文
学
の
映
画
化
も
、

思
ひ
き
つ
て
、
あ
あ
い
ふ
風
に
脚
色
す
れ
ば
、
原
作
の
香
気
を
失
は
ず
案
外

一
般
受
け
の
す
る
も
の
が
出
来
上
る
の
で
は
な
い
か
と
、
楽
し
み
に
し
て
ゐ

る
。
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六

　
序
な
が
ら
、
私
が
つ
ね
づ
ね
新
劇
の
現
状
に
つ
い
て
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
と
、

だ
い
た
い
一
致
す
る
問
題
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
ト
ー
キ
ー
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
も
、
い
つ
ま
で
も
、
写
実
一
点
張

り
で
は
能
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
時
代
劇
を
み
る
と
わ
か
る
が
、
実
に
無
神
経
な
写
実
主
義
が
、
物
語
を
平

板
に
し
、
ま
た
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
滑
稽
な
時
代
錯
誤
に
陥
ら
せ
て
ゐ
る
。
時

代
劇
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
常
に
歌
舞
伎
の
「
せ
り
ふ
廻
し
」
を
し
な
く
て
も

よ
い
が
、
せ
め
て
悪
写
実
を
離
れ
た
様
式
化
が
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
な
か
に
も

13



ほ
し
い
。

　
映
画
に
い
き
な
り
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
無
理
で
、
新
劇
あ
た
り
が
先
づ

そ
れ
を
試
み
、
あ
る
程
度
の
成
功
を
み
せ
た
う
へ
で
、
映
画
が
そ
れ
を
と
り

入
れ
る
の
が
順
序
か
も
知
れ
ぬ
が
、
ま
た
、
あ
る
観
方
か
ら
す
れ
ば
、
さ
う

い
ふ
新
工
夫
は
、
む
し
ろ
、
映
画
の
や
う
な
自
由
な
形
式
の
と
れ
る
も
の
か

ら
手
を
つ
け
る
方
が
容
易
だ
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
外
国
映
画
の
場
合
で
も
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
な
ど
の
作
品
に
み
ら
れ
る

様
々
な
創
意
は
、
一
方
確
乎
た
る
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
と
近
代
劇
と
の
地
盤
が

あ
る
に
せ
よ
、
映
画
な
ら
で
は
試
み
ら
れ
ぬ
ジ
ャ
ン
ル
の
飛
躍
で
は
な
い
か

と
思
ふ
。
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