
小
説
『
敦
煌
』
の
映
画
化

一
九
八
八
年
、
井い
の

上う
え

靖や
す
しが
小
説
を
書
き
上
げ
て
か
ら
三
〇
年

を
経
て
、
映
画
「
敦と
ん

煌こ
う

」
は
公
開
さ
れ
た
。
日
中
共
同
製
作
の

歴
史
大
作
で
あ
り
、
最
優
秀
作
品
賞
を
は
じ
め
、
日
本
ア
カ
デ

ミ
ー
賞
の
複
数
の
部
門
で
受
賞
し
た
。
一
九
七
四
年
に
製
作
発

表
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
馬
の
不
足
や
原
作
の
内
容
を
め
ぐ
る

対
立
な
ど
か
ら
準
備
に
時
間
を
要
し
、
監
督
や
キ
ャ
ス
ト
も
交

替
し
て
撮
影
が
開
始
さ
れ
た
。

小
説
『
敦
煌
』
に
は
、
井
上
靖
の
歴
史
へ
の
深
い
造
詣
と
、

西
域
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
の
情
熱
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
小

説
の
類
で
は
あ
る
が
、
時
代
考
証
が
な
さ
れ
た
歴
史
書
と
し
て

の
側
面
も
も
ち
合
わ
せ
、
史
実
に
基
づ
い
た
登
場
人
物
や
歴
史

上
の
出
来
事
の
描
写
が
、
物
語
の
基
礎
を
貫
い
て
い
る
。
映
画

で
は
、
時
系
列
が
前
後
し
た
り
、
登
場
人
物
の
地
位
や
性
格
が

異
な
っ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
脚
色
が
加
え
ら
れ
た
部
分
も
少

な
か
ら
ず
あ
る
が
、
そ
の
映
像
に
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
生
き
た

人
び
と
の
営
み
を
知
る
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
。

沙
漠
の
美
と
儚
さ

映
画
「
敦
煌
」
は
、
沙
漠
の
美
し
さ
と
儚は
か
なさ
を
映
し
出
す
場

面
で
は
じ
ま
る
。
太
陽
の
光
を
受
け
た
砂
丘
の
陰
影
は
美
し
く
、

西
域
へ
の
情
緒
を
掻か

き
立
て
る
。
一
方
で
、
沙
漠
に
落
ち
た
花

が
朽
ち
て
い
く
映
像
は
、
沙
漠
の
無
常
さ
を
伝
え
る
。
佐さ

藤と
う

浩こ
う

で
い
く
映
像
か
ら
は
、
沙
漠
で
生
き
る
こ
と
の
厳
し
さ
を
あ
ら

た
め
て
覚
え
る
。

混こ
ん

沌と
ん

と
し
た
民
族
模
様

「
敦
煌
」
の
舞
台
は
、
一
一
世
紀
の
は
じ
め
、
大
唐
帝
国
が
崩

壊
し
、
北
宋
が
中
国
を
治
め
て
い
た
時
分
で
あ
る
。
北
宋
は
、

河
西
回
廊
一
帯
の
領
有
を
め
ぐ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
の
吐と

蕃ば
ん

、

ト
ル
コ
系
民
族
の
回か
い

鶻こ
つ

（
ウ
イ
グ
ル
）、
そ
し
て
物
語
の
中
心
と

な
る
新
興
の
西せ
い

夏か

と
争
っ
て
い
た
。
西
夏
は
チ

ベ
ッ
ト
系
民
族
の
タ
ン
グ
ー
ト
が
建
て
た
国
で

あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
滅
ぼ
さ
れ
る
ま
で
河

西
回
廊
一
帯
を
治
め
た
。

古
代
史
に
お
け
る
争
い
ご
と
は
、
領
土
を
め

ぐ
る
民
族
間
の
対
立
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と

も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
し
か
し
、
状
況
は
よ
り

複
雑
で
あ
り
、
単
に
民
族
間
の
争
い
に
帰
し
た

わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
西に
し

田だ

敏と
し

行ゆ
き

扮
す

る
朱し
ゅ

王お
う

礼れ
い

は
、「
西
夏
軍
に
は
、
吐
蕃
も
ウ
イ

グ
ル
の
部
隊
も
い
る
。
俺
た
ち
は
西
夏
軍
の
漢

人
部
隊
だ
。
こ
の
沙
漠
で
は
、
西
夏
も
ウ
イ
グ

ル
も
な
い
。生
き
る
た
め
に
は
戦
う
し
か
な
い
」

と
言
う
。
古
代
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
争
い
に
お
い

て
、
傭よ
う

兵へ
い

部
隊
が
活
躍
し
た
こ
と
は
、
歴
史
書

の
記
録
に
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
西

交
流
の
通
路
と
な
っ
た
河
西
回
廊
一
帯
で
は
、

物
資
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
や
文
化
が

入
り
混
じ
り
、
多
民
族
が
共
生
す
る
社
会
が
つ

く
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

市い
ち

扮ふ
ん

す
る
主
人
公
・

趙ち
ょ
う

行ぎ
ょ
う

徳と
く

は
、
沙
漠

に
お
い
て
戦
へ
の
準

備
を
お
こ
な
っ
て
い

る
際
に
「
負
傷
し
た

も
の
で
、
歩
け
る
も

の
、
馬
に
乗
れ
る
も

の
は
騎
乗
隊
に
同
行

さ
せ
ろ
。
歩
け
な
い

も
の
、
馬
に
乗
れ
な

い
重
傷
者
は
始
末
し

ろ
」
と
い
う
命
令
を

耳
に
す
る
。
負
傷
し

た
仲
間
が
い
た
行
徳

は
激
し
く
反
発
し
た

が
、
結
局
は
自
ら
の

手
で
仲
間
を
殺あ
や

め
る

こ
と
に
な
っ
た
。

今
で
こ
そ
、
飛
行

機
や
高こ
う

鉄て
つ
（
中
国
の

新
幹
線
）
に
乗
っ
て
河か

西せ
い

回か
い

廊ろ
う
の
各
都
市
に
も
あ
っ
と
い
う
間

に
辿た
ど

り
着
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
右
記
の
場
面
や
、
ラ
ク
ダ
や

馬
に
乗
っ
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
組
ん
で
ゆ
っ
く
り
と
沙
漠
を
進
ん

仏
の
世
界
を
知
る
ヒ
ン
ト

小
説
に
は
な
く
、
映
画
に
の
み
登
場
す
る
も
の
に
、
石
窟
寺

院
を
造
営
す
る
場
面
が
あ
る
。
石
窟
寺
院
は
、
崖
を
削
っ
て
掘

り
出
し
た
洞
窟
の
な
か
に
、
仏
像
や
仏
画
を
配
す
る
宗
教
空
間

で
あ
る
。
映
画
で
は
、
洞
窟
を
掘
っ
た
後
に
、
壁
面
に
仏
画
を

描
く
場
面
が
登
場
す
る
。
暗
い
洞
窟
の
な
か
、
足
場
が
組
ま
れ

た
高
い
場
所
で
絵
を
描
く
絵
師
は
、
灯
明
の
光
を
頼
り
に
仏
画

を
描
い
て
い
た
。
現
在
、
わ
た
し
た
ち
は
電
気
の
強
い
光
を
当

て
て
、
石
窟
内
の
仏
像
や
仏
画
を
鑑
賞
し
て
い
る
。
し
か
し
、

電
気
が
な
い
時
代
、
人
び
と
は
、
入
口
か
ら
差
し
込
む
わ
ず
か

な
太
陽
の
光
と
、
ろ
う
そ
く
や
松た
い

明ま
つ

の
揺
ら
ぐ
光
を
頼
り
に
、

仏
の
世
界
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
映
画「
敦
煌
」

は
、
石
窟
と
い
う
空
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
改

め
て
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
。

敦
煌
市
の
郊
外
に
あ
る
莫ば
っ

高こ
う

窟く
つ
の
崖が
け

面め
ん
に
は
、
映
画
の
た
め

に
つ
く
ら
れ
た
洞
窟
が
今
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。
映
画
の
公
開

か
ら
三
〇
年
の
時
を

経
て
、
そ
の
洞
窟
も

莫
高
窟
の
歴
史
の
一

部
と
し
て
刻
ま
れ
つ

つ
あ
る
。
莫
高
窟
に

残
さ
れ
た
数
々
の
仏

た
ち
を
参
観
す
る
傍

ら
、
映
画
「
敦
煌
」

の
世
界
に
思
い
を
は

せ
る
の
も
一
興
で
あ

ろ
う
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
生
き
た
人
び
と
の

歴
史
も
の
が
た
り

末す
え

森も
り 

薫か
お
る

民
博 

人
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理
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研
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M
「敦煌」

1988年／日本・中国／日本語／143分／DVDあり

監督：佐藤純彌

出演：西田敏行、佐藤浩市、柄本明ほか

撮影現場が残る
莫高窟の崖面（2016年）

沙漠をゆくラクダの隊列（2007年）古代シルクロードの関所、陽関（ようかん）遺跡（2016年）
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