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影
を
見
る
／
影
を
操
る

第
二
次
大
戦
前
夜
の
パ
リ
に
イ
タ
リ
ア
か
ら
一
人
の
男
が
や
っ
て
来
る
。
彼

は
パ
リ
に
亡
命
し
て
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
を
主
導
す
る
あ
る
知
識
人
の
も
と
を

訪
れ
る
が
、
そ
の
人
物
は
男
の
大
学
時
代
の
恩
師
で
あ
り
、
実
は
、
男
は
フ
ァ

シ
ス
ト
の
秘
密
警
察
の
命
を
受
け
、
こ
の
活
動
家
を
暗
殺
す
べ
く
接
近
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
男
を
歓
迎
し
な
が
ら
も
訪
問
の
目
的
を
訝
る
恩
師
の
前
で
、
男

は
お
も
む
ろ
に
傍
ら
の
窓
の
板
戸
を
閉
じ
、
暗
が
り
に
包
ま
れ
た
室
内
で
正
面

の
窓
か
ら
差
す
光
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
で
説
か
れ

る
「
洞
窟
の
比
喩
」
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
。
生
ま
れ
て
以
来
、
生
涯
を
洞
窟

の
中
で
過
ご
す
よ
う
に
強
い
ら
れ
、
し
か
も
身
体
も
頭
も
縛
ら
れ
て
奥
の
壁
し

か
見
ら
れ
な
い
囚
人
た
ち
が
い
た
と
し
て
、
彼
ら
の
背
後
で
火
を
燃
や
し
、
そ

の
光
に
か
ざ
し
て
人
や
動
物
を
か
た
ど
っ
た
木
や
石
の
像
を
動
か
せ
ば
、
彼
ら

は
奥
の
壁
に
映
る
影
を
現
実
の
事
物
と
と
ら
え
る
に
違
い
な
い
…
…
〔
図
1
〕。

男
が
諳
ん
じ
る
こ
の
名
高
い
一
節
は
、
普
遍
の
真
理
を
な
す
観
念
（
火
の
光
）

と
、
そ
れ
を
個
別
に
実
体
化
す
る
現
実
（
木
や
石
で
で
き
た
像
）
と
、
さ
ら
に

そ
れ
を
模
し
た
表
象
（
壁
に
映
る
影
）
か
ら
な
る
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を

説
明
す
る
比
喩
と
し
て
知
ら
れ
る
が

1

、
そ
れ
は
か
つ
て
男
が
卒
業
論
文
で
取

り
上
げ
た
テ
ー
マ
で
あ
り
、
恩
師
が
大
学
を
去
っ
た
こ
と
で
そ
の
論
文
は
未
完

に
終
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
語
る
男
の
姿
は
、
ま
さ
に
こ
の
比
喩
そ
の
ま
ま

に
、
背
後
の
壁
に
影
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が
り
、
恩
師
は
プ
ラ
ト
ン
の
思
弁
に

こ
と
よ
せ
て
、
現
今
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
隆
盛
も
所
詮
は
幻
影
に
す
ぎ
な
い
と
断

じ
る
が
、
男
は
己
の
影
を
顧
み
な
が
ら
、
た
と
え
幻
影
で
あ
れ
人
々
が
そ
れ
を

信
じ
れ
ば
現
実
に
な
る
だ
ろ
う
と
答
え
る
。
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
の

代
表
作
『
暗
殺
の
森
』（
一
九
七
〇
）
で
強
く
印
象
に
残
る
場
面
で
あ
る
。

ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
小
説
『
順
応
主
義
者
』（
邦
訳
『
孤
独
な
青

年
』）
を
映
画
化
す
る
に
あ
た
り
、
自
ら
脚
本
も
手
が
け
た
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
が
、

原
作
に
な
い
「
洞
窟
の
比
喩
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
付
け
加
え
た
こ
と
で
、
信
念

を
欠
い
た
主
人
公
の
行
動
の
空
虚
さ
が
い
っ
そ
う
際
立
つ
趣
向
と
な
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
こ
の
情
景
が
映
画
を
見
る
行
為
そ
の
も
の

の
寓
意
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
、
今
日
で
は
広
く
了
解
さ
れ
た
知
見
で
あ
ろ

う
。
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
自
身
、
後
の
『
カ
イ
エ
・
デ
ュ
・
シ
ネ
マ
』
誌
の
イ
ン
タ

映
画
に
お
け
る
影
の
形
象
に
つ
い
て

武
　
　
田
　
　
　
　
　
潔
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ヴ
ュ
ー
で
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
お
り

2

、
彼
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作

品
の
数
年
後
に
『
コ
ミ
ュ
ニ
カ
シ
オ
ン
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
＝
ル
イ
・

ボ
ー
ド
リ
ー
の
論
文
が
、
映
画
体
験
と
「
洞
窟
の
比
喩
」
と
の
根
源
的
な
関
係

を
論
じ
た
こ
と
で
、
そ
う
し
た
観
点
は
映
画
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
受
容
に
関
す

る
理
論
的
基
盤
の
一
つ
を
な
す
に
至
っ
た

3

。
さ
ら
に
、
概
ね
一
九
九
〇
年
代
以

降
、
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
〝
陰
影
論
〞
の
書
物
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
次

節
で
触
れ
る
）
に
お
い
て
も
、
洞
窟
の
比
喩
は
映
画
と
影
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る

考
察
の
中
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
支
配

の
虚
妄
を
プ
ラ
ト
ン
の
思
惟
に
結
び
つ
け
る
巧
み
な
趣
向
や
、
映
画
理
論
の
展

開
を
予
見
す
る
か
の
よ
う
な
鋭
い
直
観
に
も
ま
し
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
く
だ
ん
の
場
面
の
最
後
に
現
れ
る
あ
る
身
振
り
で
あ
る
。
男
は
、
あ
た
か
も

自
分
を
見
捨
て
た
親
を
な
じ
る
か
の
よ
う
な
風
情
で
、
あ
な
た
が
大
学
を
去
っ

た
か
ら
私
は
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
っ
た
の
だ
と
語
る
が
、
そ
れ
を
聴
い
た
恩
師
は

「
本
物
の
フ
ァ
シ
ス
ト
な
ら
そ
ん
な
言
い
方
は
し
な
い
だ
ろ
う
ね
」
と
受
け
流

す
と
、
男
が
閉
じ
た
窓
の
板
戸
を
再
び
開
け
、
室
内
に
光
を
満
た
し
て
、
壁
に

映
っ
て
い
た
男
の
影
を
消
し
去
る
の
で
あ
る
。
こ
の
恩
師
は
、
自
分
の
教
え
子

が
真
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
信
奉
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
虚
無
的
な
加
担

の
姿
勢
も
脆
い
も
の
に
違
い
な
い
と
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
二
人
の
そ
う

し
た
や
り
取
り
は
、
こ
こ
で
は
男
が
黒
い
影
を
作
り
出
し
、
恩
師
が
そ
の
影
を

消
し
て
白
い
壁
面
を
回
復
す
る
と
い
う
、
と
も
に
光
と
影
を
操
る
身
振
り
と
し

て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
〝
光
と
影
の
偉
大
な
わ
ざ
〞
た
る
映
画
に
ふ

さ
わ
し
い
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
と
言
え
よ
う

4

。

そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
比
喩
に
お
い
て
、
囚
人
た
ち
が
影
を
現
実
と

取
り
違
え
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
背
後
で
火
を
燃
や
し
、
そ
の
光
に
雛
形
を
か

ざ
す
〝
影
を
操
る
者
〞
の
介
在
が
必
要
で
あ
っ
た
。
映
画
に
お
い
て
も
、
例
え

ば
フ
レ
ッ
ド
・
ア
ス
テ
ア
と
ジ
ン
ジ
ャ
ー
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
主
演
の
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
『
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
』（
マ
ー
ク
・
サ
ン
ド
リ
ッ
チ
、
一
九
三
四
）
の
大

詰
め
で
、
主
人
公
の
二
人
を
ホ
テ
ル
の
部
屋
で
監
視
す
る
伊
達
男
が
、
回
る

紙
人
形
の
影
を
見
て
彼
ら
が
隣
室
で
踊
り
続
け
て
い
る
と
信
じ
込
み
、
さ
し

づ
め
洞
窟
の
囚
人
の
遙
か
な
後
裔
と
化
し
て
し
ま
う
た
め
に
は
、
紙
人
形
を

蓄
音
器
の
タ
ー
ン
・
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
て
回
転
さ
せ
、
そ
れ
に
ス
タ
ン
ド
の

光
を
当
て
た
ア
ス
テ
ア
の
術
策
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

5

〔
図
2
〕。
し
か

も
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
決
定
的
な
の
は
、
そ
の
よ
う
に
影
を
操
る
行
為
が
隠

蔽
さ
れ
て
初
め
て
、
影
を
現
実
と
み
な
す
錯
誤
が
成
立
す
る
と
い
う
原
理
で
あ

る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
が
『
ラ
ス
ト
タ
ン
ゴ
・
イ
ン
・
パ

リ
』（
一
九
七
二
）
を
め
ぐ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
中
で
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の

あ
る
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
は
甚
だ
興
味
深
い
。
そ
こ
で
ベ
ル

ト
ル
ッ
チ
は
、
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
レ
オ
扮
す
る
い
か
に
も
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・

ヴ
ァ
ー
グ
的
な
青
年
映
画
監
督
を
は
じ
め
、
映
画
に
ま
つ
わ
る
幾
多
の
引
用
や

言
及
を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
は
理
論
で
は
な
く
見ス

ペ
ッ
タ
ー
コ
ロ

世
物
を
創

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
映
画
狂
的
な
意
匠
も
、
メメ

タ
チ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
コ

タ
映
画
的
で

あ
り
な
が
ら
物
語
の
進
行
を
支
え
る
役
割
を
も
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
な
が
ら
、「
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
言
っ
た
よ
う
に
、
影
絵
で
は
影
と
同
時

に
手
も
見
せ
て
、
指
の
動
き
が
影
を
作
る
さ
ま
も
見
せ
る
の
だ
」
と
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る

6

。
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
は
こ
の
言
葉
の
出
典
を
示
し
て
い
な
い
が
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
バ
ル
ト
が
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
に
就
任

し
て
最
初
に
行
っ
た
講
義
の
中
で
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
バ
ル
ト

は
、
自
身
が
大
学
を
活
動
の
場
と
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
通
常
求
め
ら
れ
る
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資
格
（
大ア

グ
レ
ガ
シ
オ
ン

学
教
授
資
格
）
を
有
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
人
文
科
学
の
分
野
で
の
研

究
を
志
し
な
が
ら
、
書エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

く
こ
と
と
分
析
が
相
克
す
る
曖
昧
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る

評エ
ッ
セ
ー論

し
か
生
み
出
し
て
こ
な
か
っ
た
と
述
べ
、
そ
う
し
た
「
言
わ
ば
各
々
の
特

性
が
反
対
の
特
性
を
阻
む
よ
う
な
不
安
定
な
主
体
」
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
最
高
学

府
た
る
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
が
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
こ
と
に
慎
ま
し

く
も
犀
利
な
謝
辞
を
呈
し
て
い
る

7

。
そ
の
上
で
、
彼
が
嘱
任
さ
れ
た
講
座
「
文

学
の
記
号
学
」
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
進
め
て
ゆ
く
論
考
の
展
望
を
、
あ
る

い
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
導
く
自
ら
の
志
向
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
中
で
、
自
分
の
め
ざ
す
記
号
学
が
「
否
定
的

0

0

0

で
あ
る
と
同
時
に
能
動
的

0

0

0

で
あ

る
」
こ
と
を
説
い
て
い
る

8

。
す
な
わ
ち
、
片
や
記
号
学
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

に
対
し
て
、
科
学
研
究
に
お
け
る
よ
う
に
純
然
た
る
「
メメ

タ
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

タ
言
語
」
と
は
な
り

え
な
い
点
で
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
科
学
の
主
体
は
自
分
自

身
を
人
目
に
晒
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
本
当
な
ら
、
そ
し
て
、
私
た
ち
が
〝
メ

タ
言
語
〞
と
呼
ぶ
も
の
は
結
局
、
そ
う
し
た
見ス

ペ
ク
タ
ク
ル

世
物
の
抑
制
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
だ
と
し
た
ら
、
記
号
で
記
号
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
引
き
受
け
る
こ
と

に
な
る
の
は
、
影
絵
師
が
自
分
の
手
と
一
緒
に
、
ウ
サ
ギ
や
カ
モ
や
オ
オ
カ
ミ

を
模
し
た
シ
ル
エ
ッ
ト
を
見
せ
る
時
の
、
あ
の
奇
妙
な
一
致
の
、
不
可
思
議
な

斜
視
状
態
の
、
見
世
物
そ
の
も
の
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
片
や
記
号
学
は
、
記
号
を
不
動
化
し
た
り
、
破
壊
し
た
り
す
る
の
で
は

な
く
、「
記
号
へ
と
向
か
い
、
そ
れ
に
魅
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
止
め
、
ま
た

そ
れ
に
手
を
加
え
、
時
に
は
模
倣
し
な
が
ら
、
想
像
的
な
見
世
物
の
よ
う
に
扱

う
」
と
い
う
点
で
能
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
記
号
学
者
と
は
「
意
識
的
な
罠
で

あ
る
か
の
よ
う
に
記
号
と
戯
れ
、
そ
の
魅
惑
を
味
わ
い
、
人
に
も
味
わ
わ
せ
、

理
解
さ
せ
た
い
と
願
う
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
当
初
は
学
と
し
て
の
記
号
学
の

構
築
を
め
ざ
し
、
次
第
に
〝
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
〞
の
実
践
へ
と
誘
わ
れ
て
い
っ

た
バ
ル
ト
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
の
言
葉
は
、
単
に
否
定
的
と
能
動
的
と

い
う
、
通
常
は
相
容
れ
な
い
よ
う
な
様
態
が
不
可
分
に
重
な
り
合
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
双
方
に
内
在
す
る
根
本
的
な
両
義
性
を
も
指
摘
し
て

い
る
点
で
（
否
定
の
様
態
に
お
け
る
影
絵
と
手
の
共
存
、
能
動
の
様
態
に
お
け

る
意
識
的
な
罠
と
の
戯
れ
）、
ま
さ
に
そ
う
し
た
〝
想
像
的
な
〞（
ラ
カ
ン
的
な

意
味
で
の
）
両
義
性
こ
そ
が
、
記
号
を
め
ぐ
る
言
説
生
成
の
要
諦
を
な
し
て
い

る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
影
絵
と
手
の
共
存
に
関
す
る
指
摘
は
、
バ
ル
ト
が
『
記
号
の
帝
国
』

の
中
で
、
人
形
遣
い
の
介
在
を
あ
え
て
露
呈
さ
せ
る
文
楽
の
上
演
形
態
に
つ
い

て
、「
そ
れ
は
芸
術
と
作
業
を
一
緒
に
開
示
し
、
各
々
に
そ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
を
割
り
当
て
る9

」
と
述
べ
た
一
節
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
無
論
、
文

楽
と
違
っ
て
影
絵
に
お
い
て
は
必
ず
〝
影
絵
師
〞
の
介
在
が
明
示
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
確
か
に
家
庭
な
ど
で
の
「
影
絵
遊
び
」
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
誰
も

が
子
供
時
代
に
経
験
し
た
よ
う
に
、
影
を
操
る
手
つ
き
と
そ
れ
が
作
り
出
す
影

の
両
方
を
見
て
楽
し
む
こ
と
が
通
例
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
、
小
屋
が
け
で
行
わ

れ
る
よ
う
な
「
影
絵
芝
居
」
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
影
絵
師
の
存
在
は
ス

ク
リ
ー
ン
の
裏
側
に
隠
さ
れ
る

0

。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
影
絵
の
魅
力
と

は
、
単
に
壁
や
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
黒
い
形
象
や
そ
の
動
き
の
み
に

よ
る
の
で
は
な
く
、
光
源
と
、
光
を
遮
る
物
（
巧
み
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
指
で

あ
れ
、
紙
や
板
で
作
ら
れ
た
人
形
で
あ
れ
）
の
連
係
に
よ
っ
て
、
実
物
な
ら
ざ

る
も
の
か
ら
実
物
の
ご
と
き
姿
や
動
作
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
わ
ざ

0

0

へ
の
興
味
と
賛
嘆
に
根
ざ
す
も
の
に
違
い
な
い
。
実
際
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

古
く
か
ら
影
絵
の
種
明
か
し
を
供
す
る
冊
子
の
類
が
数
多
く
流
布
し
て
き
た
と
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い
う
事
実
も
、
そ
う
し
た
魅
惑
の
あ
り
方
を
示
唆
し
て
い
よ
う

!

。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
そ
れ
ら
の
影
絵
遊
び
や
影
絵
芝
居
を
楽
し
む
の

と
、
そ
う
し
た
情
景
を
映
画
作
品
中
で
目
撃
す
る
の
と
で
は
、
そ
の
様
態
が
根

本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
元
来
、
映
画
の
画
面
に
映
し
出
さ
れ
る
す
べ

て
の
事
象
は
、
被
写
体
を
フ
ィ
ル
ム
に
記
録
し
、
そ
れ
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写

す
る
限
り
に
お
い
て

@
、
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
映
像
に
よ
る
再
現
表
象
と
し

て
提
示
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
映
画
の
画
面
に
影
が
出
現
す
る
時
、
そ
の
影

は
必
ず
や
二
度
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
最
初
は
撮
影
の
時
点
で
、
被

写
体
と
な
る
影
が
現
実
に
お
い
て
投
げ
か
け
ら
れ
、
次
い
で
映
写
の
時
点
で
、

そ
の
影
の
映
像
が

―
中
国
語
で
映
画
を
「
電
影
」
と
称
す
る
よ
う
に

―
電

気
仕
掛
け
の
影
絵
と
し
て
い
ま
一
度
投
影
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
必

然
的
に
、
空
間
的
な
転
移
（
も
と
の
影
が
生
じ
、
見
ら
れ
た
場
所
は
、
観
客
の

い
る
映
画
館
の
空
間
で
は
な
い
）
や
、
時
間
的
な
遅
延
（
も
と
の
影
が
撮
影
さ

れ
た
時
点
は
、
観
客
が
そ
れ
を
目
に
す
る
時
点
よ
り
も
前
で
あ
る
）
が
介
在
す

る
こ
と
に
な
り

#

、
さ
ら
に
、
洞
窟
の
比
喩
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
も
と
も
と

現
実
に
目
に
す
る
影
も
そ
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
性
格
を
帯
び
て
い
る

（
事
物
に
似
て
い
な
が
ら
事
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
）
こ
と
か
ら
、
映
画
に
現

れ
る
影
の
〝
現
実
感
〞
を
め
ぐ
っ
て
は
、
幽
霊
や
幻
想
が
描
か
れ
る
場
合
と
同

じ
く
、〝
信
憑
の
体
制
〞（
メ
ッ
ツ
）
と
呼
ば
れ
る
両
義
性
の
心
的
機
構
が
い
っ

そ
う
の
複
層
化
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
人
物
に
つ
い
て
も
同
断
で
、
現
実
の
影
絵
に
あ
っ
て
は
影
絵
師

も
鑑
賞
者
も
生
身
の
人
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
映
画
で
は
そ
れ
ら
の
人
物
も
ま

た

―
『
雨
に
唄
え
ば
』（
一
九
五
二
）
の
序
盤
で
キ
ャ
シ
ー
が
ド
ン
に
言
い

放
つ
よ
う
に

―
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
「
た
だ
の
影
」
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
も
、
そ
こ
で
は
〝
影
を
操
る
者
〞
と
〝
影
を
見
る
者
〞
の
関
与
の
仕
方
を

め
ぐ
っ
て
、
現
実
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
不
均
衡
が
認
め
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、

映
画
に
お
い
て
も 

物デ
ィ
エ
ジ
ェ
ー
ズ

語
世
界
の
次
元
で
は
、
現
実
と
同
じ
く
、
例
え
ば
影
絵

遊
び
に
興
じ
る
場
面
で
、
影
を
見
る
者
と
そ
れ
を
操
る
者
が
と
も
に
示
さ
れ
る

こ
と
も
あ
れ
ば
（
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
『
市
民
ケ
ー
ン
』（
一
九
四
一
）

で
、
後
妻
と
な
る
ス
ー
ザ
ン
と
初
め
て
出
会
っ
た
主
人
公
が
、
彼
女
の
部
屋
で

雄
鶏
の
影
絵
を
見
せ
る
シ
ー
ン
の
よ
う
に
）、
あ
る
い
は
影
絵
芝
居
の
場
面
で
、

ス
ク
リ
ー
ン
上
の
影
絵
と
そ
れ
を
見
る
観
客
は
示
さ
れ
て
も
、
そ
の
見
世
物
を

創
り
出
す
影
絵
師
の
姿
は
示
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
（
ジ
ャ
ン
・
ル
ノ
ワ
ー

ル
の
『
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
』（
一
九
三
八
）
で
描
か
れ
る
「
セ
ラ
フ
ァ
ン

の
影
絵
芝
居$

」
の
く
だ
り
の
よ
う
に
）。
し
か
し
、
描
か
れ
る
内
容
を
離
れ
て

物エ
ク
ス
ト
ラ
＝
デ
ィ
エ
ジ
ェ
テ
ィ
ッ
ク

語
世
界
外
の
状
況
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
映
像
を
送
り
出
し
て
い

る
の
は
映
写
室
で
機
器
を
操
作
し
て
い
る
映
写
技
師
で
あ
り
、
映
像
に
見
入
っ

て
い
る
の
は
客
席
の
暗
闇
に
座
っ
て
い
る
観
客
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
に
お

け
る
影
絵
の
実
演
と
は
違
っ
て
、
映
写
技
師
と
い
う
〝
影
絵
師
〞
の
介
在
は
、

そ
れ
が
見
世
物
の
存
立
を
物
理
的
に
保
証
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

―
あ

る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
技
術
的
な
ト
ラ
ブ
ル
で
も
生
じ
な
い
限
り

%

―
当
の

見
世
物
の
進
行
中
は
決
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
が
な
い
。
装
置
論
の
主
張
に
も

通
じ
る
、
こ
う
し
た
〝
人
為
の
排
除
〞
の
装
い
こ
そ
は
、
映
画
的
表
象
作
用
を

支
え
る
根
源
的
な
原
理
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
映
画
に
お
け
る
影
の

形
象
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
意
義
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
射
程
に
収
め
な
が
ら
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
陰
影
全
般
を
め

ぐ
る
論
考
の
流
れ
を
辿
り
、
次
い
で
映
画
に
現
れ
る
影
が
、
空
間
性
と
時
間
性

と
現
実
性
を
軸
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
表
象
の
契
機
を
切
り
拓
く
か
を
論
じ
た
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上
で
、
最
後
に
、
映
画
に
お
い
て
〝
影
絵
と
同
時
に
手
も
見
せ
る
〞
わ
ざ
が
提

起
す
る
特
異
な
相
貌
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

陰
影
論
の
系
譜

一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
頃
か
ら
、
陰
影
を
め
ぐ
る
論
考
が
盛
ん
に
い
と
な

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
や
古
典
と
な
っ
た
観
の
あ
る
E
・
H
・
ゴ
ン
ブ

リ
ッ
チ
の
簡
潔
な
『
影

―
西
洋
美
術
に
お
け
る
投
射
さ
れ
た
影
の
描
写
』

（
一
九
九
五^

）
を
は
じ
め
、
陰
影
を
め
ぐ
る
啓
蒙
時
代
の
言
説
を
精
緻
に
分
析

し
た
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
の
『
陰
影
と
啓
蒙
』（
一
九
九
五&

）
や
、

西
洋
文
化
誌
に
お
け
る
影
の
意
義
を
独
自
の
観
点
か
ら
考
究
し
た
ヴ
ィ
ク
ト

ル
・
I
・
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
の
『
影
の
歴
史
』（
一
九
九
七*

）
な
ど
が
相
次
い
で

刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ロ
ベ
ル
ト
・
カ
ザ
ー
テ
ィ
が

『
影
の
発
見

―
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ガ
リ
レ
オ
ま
で
、
偉
大
な
精
神
の
持
ち
主
た

ち
を
魅
了
し
た
謎
の
歴
史
』（
二
〇
〇
〇(

）
を
著
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
フ
ァ

ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
」
研
究
で
知
ら
れ
る
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ル
ネ
ー
ル
が
『
目
に
見

え
る
も
の
の
裏
側

―
陰
影
試
論
』（
二
〇
〇
五)

）
を
世
に
問
う
な
ど
、
刺
激

的
な
考
察
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
、
か
つ
て
谷
崎
潤
一
郎
が
日
本

の
伝
統
的
な
文
化
や
生
活
様
式
の
内
に
〝
翳
り
〞
の
美
へ
の
嗜
好
を
見
出
し
た

「
陰
翳
礼
讃
」（
一
九
三
三a

）
が
知
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
現
代
に
お
い
て
も
前

掲
の
山
本
慶
一
『
江
戸
の
影
絵
遊
び
』（
一
九
八
八
）
や
展
覧
会
『「
影
絵
」
の

十
九
世
紀
』（
一
九
九
七b

）
な
ど
、
日
本
文
化
に
お
け
る
影
と
影
絵
の
系
譜
を

顧
み
る
試
み
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
雑
誌
『
is
』
の
特
集
「
〈
影
〉
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
」（
一
九
九
五c

）
や
、
国
立
美
術
館
五
館
の
共
同
企
画
と
し
て
開
催
さ

れ
た
展
覧
会
『
陰
影
礼
讃
』（
二
〇
一
〇d

）
が
、
時
代
や
文
化
圏
や
ジ
ャ
ン
ル

の
違
い
を
越
え
た
興
味
深
い
陰
影
の
展
望
を
提
起
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
多
彩
な
陰
影
論
が
教
示
あ
る
い
は
示
唆
す
る
よ
う
に
、
本
来
、
光

の
欠
如
や
減
衰
と
し
て
定
義
で
き
る
陰
影
は
幾
つ
か
の
大
ま
か
な
類
型
に
分
け

ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
比
喩
に
お
い
て
、
直
接
言
及
さ
れ
る
の
は
火
の

光
に
か
ざ
さ
れ
た
雛
形
が
奥
の
壁
に
投
げ
か
け
る
「
影
」
で
あ
っ
た
が
、
囚
人

た
ち
が
そ
れ
を
見
て
と
る
に
は
、
つ
ま
り
燈
火
の
投
げ
か
け
る
光
芒
の
内
に
影

が
そ
れ
と
し
て
際
立
つ
た
め
に
は
、
当
然
な
が
ら
洞
内
が
煌
々
と
明
る
く
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、
辺
り
が
「
暗
が
り
」
に
覆
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
種
の
陰
影
の
区
別
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
く
か
ら
行
わ
れ
、
例
え
ば
私
た

ち
の
用
い
る
漢
字
に
つ
い
て
も
、「
影
」
の
語
義
は
日
光
が
当
た
っ
て
明
暗
が

区
切
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
景
」
と
模
様
を
表
す
「
彡
」
の
組
み
合
わ
せ

に
由
来
し
、「
陰
」
は
丘
や
山
を
示
す
「
阝
」（
も
と
は
「
阜
」）
と
、
日
が
当

た
ら
ず
湿
気
が
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
侌
」
が
合
わ
さ
っ
て
、
山

か
げ
の
土
地
の
よ
う
な
（
あ
る
い
は
「
蔭
」
な
ら
ば
草
か
げ
の
よ
う
な
）「
日

か
げ
」
や
「
暗
が
り
」
を
指
す
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
「
翳
」
は
、
羽
根
飾
り

な
ど
を
か
ざ
し
て
覆
い
隠
す
意
か
ら
、
も
の
に
覆
わ
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
ほ

の
暗
い
翳
り
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た

e

。
他
方
で
、
西
洋
の
言
語
に
あ
っ

て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のσκιά

も
、
ラ
テ
ン
語
のum

bra

も
、
影
と
陰
の
両
方

を
意
味
し
、
そ
う
し
た
語
義
が
ド
イ
ツ
語
のSchatten

や
、
ロ
マ
ン
ス
諸
語

の
語
彙
（
フ
ラ
ン
ス
語
のom

bre

、
イ
タ
リ
ア
語
のom

bra

、
ス
ペ
イ
ン
語

のsom
bra

）
に
も
継
承
さ
れ
た
が
、
英
語
に
お
い
て
はshadow

（
影
）
と

shade
（
陰
）
と
い
う
別
々
の
語
が
派
生
し
た

f

。

こ
の
よ
う
に
陰
影
の
区
別
に
関
わ
る
言
語
的
な
系
譜
は
そ
れ
自
体
で
も
興
味

深
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
に
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
西
洋
に
お
い
て
、
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陰
影
を
め
ぐ
る
認
識
が
辿
っ
て
き
た
大
ま
か
な
推
移
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と

に
す
る
。
ま
ず
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、『
絵
画
の
書
』
の
第
五
部

「
光
と
影
に
つ
い
て
」
の
中
で
、「
物
体
の
表
面
に
張
り
付
い
た
影
」
を
「
始

源
影
」（om

bra prim
itiva

）、「
物
体
か
ら
発
し
て
、
大
気
中
を
走
る
影
」
を

「
派
生
影
」（om

bra derivativa

）
と
呼
び
、
後
者
が
「
障
害
物
に
出
会
う
と
、

そ
の
場
所
に
停
止
し
て
、
そ
こ
に
自
分
の
基
底
部
の
形
を
投
影
す
る
」
と
説
い

た

g

。
ま
た
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
も
前
掲
書
の
冒
頭
で
、
十
七
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の

書
物
が
、
球
体
を
例
に
採
り
な
が
ら
、
光
が
当
た
ら
な
い
側
の
表
面
に
で
き
る

「
陰
影
」（om

bra

）
と
、
光
が
当
た
る
側
か
ら
当
た
ら
な
い
側
に
か
け
て
徐
々

に
表
面
を
翳
ら
せ
て
ゆ
く
「
半
影
」（m

ezz’ om
bra

）
と
、
球
体
が
床
な
ど
の

表
面
に
投
げ
か
け
る
「
影
」（sbattim

ento
）
を
区
別
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介

し
て
い
る

h

。
こ
の
よ
う
に
陰
影
を
分
類
す
る
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
西
洋
に
お
い
て
は
、（
一
）
光
を
受
け
た
物
体
そ
れ
自
体
の
、
光
の

当
た
ら
な
い
側
の
表
面
に
生
じ
る
陰
影
と
、（
二
）
そ
の
物
体
が
他
の
表
面
上

に
投
げ
か
け
る
影
と
、（
三
）
物
体
と
そ
の
影
の
間
の
、
光
が
遮
ら
れ
る
空
間

に
広
が
る
陰
の
三
つ
が
、
基
本
的
な
区
分
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た

i

。
そ
う
し

た
分
類
が
定
着
し
た
背
景
に
は
、
も
と
も
と
西
洋
美
術
史
に
お
い
て
、
陰
影
は

立
体
感
を
生
み
出
す
要
因
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
実
際
、
レ

オ
ナ
ル
ド
が
「
明
暗
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
の
形
姿
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
、
き

わ
め
て
確
実
な
要
因
で
あ
るj

」
と
述
べ
、「
遍
在
的
な
光
は
、
物
体
を
取
り
囲

ん
で
そ
の
立
体
感
を
失
わ
せ
るk

」
と
主
張
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
陰
影
、
特

に
対
象
そ
の
も
の
の
表
面
に
生
じ
る
翳
り
は
、
事
物
の
立
体
感
や
質
感
を
描
写

す
る
上
で
ひ
と
き
わ
重
視
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
対
象
が
投
げ
か
け
る
影
や
、

対
象
を
包
み
込
む
暗
が
り
が
、
そ
れ
自
体
の
表
現
効
果
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
主
に
十
七
世
紀
以
降
、
な
か
ん
ず
く
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
オ
や

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
ら
に
代
表
さ
れ
る
「
テ
ネ
ブ
リ
ズ
ム
」
の
隆

盛
を
迎
え
て
か
ら
で
あ
っ
た

l

。
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
が
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
あ

え
て
「
影
」
を
め
ぐ
る
論
考
に
専
念
し
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
西
洋
美
術
史

の
基
本
的
な
枠
組
み
を
踏
ま
え
た
一
つ
の
戦
略
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
、
十
七
世
紀
の
科
学
革
命
か
ら
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
の
時
代
に
か

け
て
は
、
例
え
ば
望
遠
鏡
を
用
い
て
月
や
惑
星
の
表
面
に
生
じ
る
影
を
観
察
す

る
こ
と
が
天
文
学
に
大
き
な
発
展
を
も
た
ら
し
た
り

m

、
あ
る
い
は
物
体
が
投
影

す
る
影
を
幾
何
学
的
に
製
図
す
る
技
術
が
建
築
や
工
学
に
応
用
さ
れ
る
な
ど

n

、

む
し
ろ
世
界
の
知
的
な
認
識
と
統
御
と
い
う
展
望
の
も
と
で
陰
影
の
問
題
が
探

究
さ
れ
て
い
っ
た
。
実
際
、『
百
科
全
書
』
の
「
影
」
の
項
で
主
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
は
、
光
学
や
天
文
学
や
「
グ
ノ
ー
モ
ニ
ッ
クo

」
に
お
け
る
そ
の
意

義
で
あ
り
、
美
術
や
神
話
な
ど
文
芸
に
関
わ
る
陰
影
に
つ
い
て
は
ご
く
簡
略
に

触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

p

。
そ
う
し
た
啓
蒙
時
代
の
言
説
が
も
た
ら
す
に

至
っ
た
逆
説
的
な
帰
結
に
つ
い
て
、
ミ
ル
ネ
ー
ル
は
『
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

―
幻
想
光
学
試
論
』
の
結
論
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

啓
蒙
時
代
〔le siècle des Lum

ières

〕
は
ま
た
、
あ
る
意
味
で
光
の
世

紀
〔le siècle de la lum

ière

〕
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
光
の
伝
播
の

法
則
を
統
御
し
、
世
界
の
外
見
を
利
用
し
な
が
ら
そ
れ
を
矯
正
し
た
り
変

形
し
た
り
で
き
る
よ
う
な
思
考
や
技
術
が
発
達
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

実
と
幻
影
、
客
観
と
主
観
、
さ
ら
に
は
現
在
と
過
去
の
境
界
ま
で
も
が
変

動
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
文
学
に
お
け
る
想
像
世
界
の
あ
り
方

に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
な
か
ん
ず
く
実
証
で
き
る
も
の
と
そ
う
で
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な
い
も
の
、
可
能
な
も
の
と
不
可
能
な
も
の
の
限
界
と
戯
れ
、
そ
の
両
方

を
等
し
く
あ
り
そ
う
な
こ
と
と
し
て
現
前
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
類
の
文

学
に
お
い
て
は
、
そ
の
影
響
が
著
し
か
っ
た

q

。

こ
の
よ
う
な
変
容
を
経
て
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
と
り

わ
け
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
幻
想
文
学
や
そ
の
流
れ
を
く
む
幾
多
の
作
品
に
お

い
て
、
人
間
の
根
源
的
な
欲
望
や
忌
ま
わ
し
い
妄
想
を
形
象
化
す
る
契
機
と
し

て
の
影
や
闇
の
主
題
が
、
文
芸
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
オ
ッ
ト
ー
・
ラ
ン
ク
は
、
精
神
分
析
学
の
見
地
か
ら
分

身
や
鏡
像
の
主
題
を
論
じ
た
著
書
『
分
身
』
の
中
で
、
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
の
『
ペ
ー

タ
ー
・
シ
ュ
レ
ミ
ー
ル
の
不
思
議
な
物
語
』（
邦
訳
『
影
を
な
く
し
た
男
』）

（
一
八
一
四
）
や
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
『
影
法
師
』（
一
八
四
七
）
と
い
っ
た
文
学

作
品
を
は
じ
め
、
各
地
に
伝
わ
る
民
話
や
呪
術
信
仰
な
ど
を
取
り
上
げ
つ
つ
、

影
の
精
神
的
な
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
た
が

r

、
ミ
ル
ネ
ー
ル
も

ま
た
、
そ
の
『
目
に
見
え
る
も
の
の
裏
側
』
で
は
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
ユ
ゴ
ー
、

ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
幻
想
文
学
か
ら
現
代
文
学
に
至
る
ま
で
の
、
陰
影
の
想
像

力
の
系
譜
に
つ
い
て
多
く
の
頁
を
割
い
て
い
る
。
無
論
、
幻フ

ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク

想
的
な
事
象

と
し
て
の
陰
影
の
概
念
は
近
代
に
お
い
て
初
め
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、

ミ
ル
ネ
ー
ル
自
身
、
自
ら
の
陰
影
論
を
ギ
リ
シ
ャ
＝
ロ
ー
マ
時
代
の
古
典
や
聖

書
に
お
け
る
記
述
の
検
討
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
が
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
）、
少
な
く
と
も
、
神
聖
で
超
越
的
な
も
の
の
顕
現
と
し
て
で
は
な
く
、

人
間
に
と
っ
て
親
密
で
あ
り
な
が
ら
通
常
は
秘
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
露
呈

（
こ
れ
が
ま
さ
に
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
「
不
気
味
な
も
の
」
の
定
義
で
あ
るs

）
と

し
て
の
影
や
闇
は
、
基
本
的
に
は
や
は
り
自
我
が
人
間
主
体
の
根
幹
と
し
て
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た
形
象
と
考
え
る
の
が
適
当
で

あ
ろ
う
。映

画
に
お
け
る
影
と
陰

映
画
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
な
い
以
上
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ

ら
の
陰
影
論
の
書
物
に
お
い
て
映
画
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ

り
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
範
囲
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
西
洋
文
化
誌
を
め

ぐ
る
該
博
な
知
識
と
卓
抜
な
洞
察
に
よ
っ
て
最
も
魅
力
的
な
陰
影
論
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
の
『
影
の
歴
史
』
で
す
ら
、
映
画
に
つ
い
て
は
『
カ

リ
ガ
リ
博
士
』（
ロ
ベ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ー
ネ
、
一
九
二
〇
）
と
『
吸
血
鬼
ノ
ス
フ
ェ

ラ
ト
ゥ
』（
F
・
W
・
ム
ル
ナ
ウ
、
一
九
二
二
）
に
つ
い
て
簡
略
に
論
じ
て
い

る
程
度
で
あ
り

t

、
確
か
に
連
続
殺
人
犯
や
吸
血
鬼
の
不
気
味
な
影
が
跋
扈
す

る
光
景
は
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
の
典
型
的
な
意
匠
に
は
違
い
な
い
が
、
彼
が

題
名
し
か
挙
げ
て
い
な
い
他
の
作
品
に
関
し
て
も
、
例
え
ば
同
じ
ム
ル
ナ
ウ

の
『
フ
ァ
ン
ト
ム
』（
一
九
二
二
）
の
中
で
、
家
並
み
が
主
人
公
に
向
か
っ
て

の
し
か
か
っ
て
き
た
り
、
そ
の
影
が
主
人
公
を
追
い
か
け
て
く
る
非
凡
な
情
景

の
イ
ン
パ
ク
ト
や
、『
戦
く
影
』（
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
ロ
ビ
ソ
ン
、
一
九
二
三
）

で
、
催
眠
術
や
影
絵
芝
居
、
影
や
鏡
の
形
象
を
交
え
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
夢
幻

譚
の
造
形
な
ど
、
注
目
に
値
す
る
要
素
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
古
今
の
文
芸

を
幅
広
く
渉
猟
す
る
の
み
な
ら
ず
、
冒
頭
で
洞
窟
の
比
喩
と
映
画
の
関
連
を
論

じ
、
巻
末
に
は
映
画
に
関
す
る
一
章
を
設
け
て
も
い
る
ミ
ル
ネ
ー
ル
の
『
目
に

見
え
る
も
の
の
裏
側
』
も
、
考
察
の
主
眼
は

―
い
か
に
も
ミ
ル
ネ
ー
ル
ら
し

く

―
ロ
ベ
ー
ル
ソ
ン
の
「
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
」
か
ら
表
現
主
義
映
画
を

経
て
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ラ
ン
グ
の
『
M
』（
一
九
三
一
）
や
『
死
刑
執
行
人
も
ま
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た
死
す
』（
一
九
四
三
）
へ
と
至
る
よ
う
な
、
幻
惑
の
体
験
と
し
て
の
映
画
の

系
譜
を
辿
る
こ
と
に
あ
り

u

、
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
論
考
で
は
あ
る
も
の
の
、

ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
や
は
り
限
定
的
な
観
を
否
め
な
い
。
彼
ら
の
著
書
で

は
、『
鉄
仮
面
』（
ア
ラ
ン
・
ド
ワ
ン
、
一
九
二
九
）
の
中
盤
で
若
き
ル
イ
十
四

世
を
双
子
の
替
え
玉
と
す
り
替
え
よ
う
と
策
謀
す
る
男
た
ち
の
巨
大
な
影
も
、

『
暗
黒
街
の
顔
役
』（
ハ
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ク
ス
、
一
九
三
二
）
の
冒
頭
で
敵
対
す

る
ボ
ス
に
忍
び
寄
る
ギ
ャ
ン
グ
の
影
も
、『
キ
ャ
ッ
ト
・
ピ
ー
プ
ル
』（
ジ
ャ
ッ

ク
・
タ
ー
ナ
ー
、
一
九
四
二
）
で
夫
と
そ
の
同
僚
の
女
性
を
脅
か
す
呪
わ
れ
た

ヒ
ロ
イ
ン
の
影
も
、
は
た
ま
た
『
ビ
ガ
ー
・
ザ
ン
・
ラ
イ
フ
』（
ニ
コ
ラ
ス
・

レ
イ
、
一
九
五
六
）
で
誇
大
妄
想
に
陥
っ
た
主
人
公
の
背
後
に
伸
び
る
ま
さ
に

〝
実
物
大
以
上
〞
の
影
も
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
事
例
が

一
群
の
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
の
そ
れ
に
比
べ
て
精
彩
を
欠
く
わ
け
で
な
い
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

他
方
で
、
こ
う
し
た
陰
影
論
の
隆
盛
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
映
画
研
究
の

分
野
で
も
近
年
、
陰
影
の
主
題
を
扱
っ
た
書
物
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い

る
。
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
館
長
も
務
め
た
ド
ミ
ニ
ク
・
パ
イ
ー

ニ
が
著
し
た
小
冊
子
『
影
の
魅
惑
』（
二
〇
〇
七v

）
や
、
映
画
理
論
家
ジ
ャ
ッ

ク
・
オ
ー
モ
ン
が
影
に
限
ら
ず
広
く
映
画
に
お
け
る
陰
影
の
問
題
を
検
討
し
た

『
影
絵
師
』（
二
〇
一
二w

）、
さ
ら
に
は
黎
明
期
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
日

本
映
画
に
お
け
る
陰
影
の
美
学
を
探
究
し
た
宮
尾
大
輔
の
『
陰
影
の
美
学

―

照
明
と
日
本
映
画
』（
二
〇
一
三x

）
や
、
西
洋
美
術
史
の
知
見
に
基
づ
い
て
映

画
と
絵
画
の
相
関
を
論
じ
る
中
で
影
や
反
映
の
形
象
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
岡

田
温
司
の
『
映
画
は
絵
画
の
よ
う
に

―
静
止
・
運
動
・
時
間y

』
な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
も
洞
窟
の
比
喩
と
映
画
の

通
底
性
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ

z

、
な
か
に
は
こ
の
問
題
自
体
を
テ
ー
マ
と
し

た
書
物
も
存
在
す
る
が

+

、
こ
と
映
画
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
影
と
陰
の
形
象

化
の
様
態
を
考
え
る
上
で
は
、
い
ま
だ
検
討
が
尽
く
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

実
際
、
パ
イ
ー
ニ
の
『
影
の
魅
惑
』
は
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
が
わ
ず
か
で
論

述
も
簡
略
に
過
ぎ
る
し
、
オ
ー
モ
ン
の
『
影
絵
師
』
は
豊
富
な
事
例
を
交
え
つ

つ
随
所
で
鋭
利
な
分
析
を
展
開
し
て
い
る
も
の
の
、
時
に
首
肯
し
か
ね
る
よ
う

な
見
解
も
見
受
け
ら
れ
、
な
か
ん
ず
く
、
ボ
ー
ド
リ
ー
の
装
置
論
を
歴
史
的
＝

社
会
的
検
証
を
欠
い
た
観
念
的
思
弁
と
し
て
厳
し
く
批
判
す
る
一
方
で
、
自
身

は
映
画
館
の
暗
闇
を

―
映
像
に
関
わ
る
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
普
及
に
よ
る
、

映
画
館
以
外
で
の
映
画
鑑
賞
が
広
く
普
及
し
た
現
状
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
る
こ

と
な
く

―
依
然
と
し
て
「
映
画
的
状
況
の
本
質
的
様
相
」
と
み
な
し
続
け
て

い
る
点
は

,

、
明
ら
か
に
整
合
性
を
欠
い
て
い
る
。
他
方
で
、
宮
尾
に
よ
る
『
陰

影
の
美
学
』
は
、
林
長
治
郎
＝
長
谷
川
一
夫
の
キ
ャ
リ
ア
を
め
ぐ
っ
て
、
松
竹

時
代
の
〝
明
〞
か
ら
東
宝
移
籍
後
の
〝
暗
〞
へ
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
容
し
て

い
っ
た
過
程
を
、
撮
影
所
の
製
作
体
制
か
ら
具
体
的
な
表
現
の
細
部
に
至
る
ま

で
緻
密
に
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
、
ま
た
戦
時
下
の
日
本
映
画
に
つ
い

て
、
西
洋
と
は
異
な
る
美
学
的
伝
統
が
称
揚
さ
れ
、
陰
影
を
生
か
し
た
撮
影
が

推
奨
さ
れ
た
背
景
に
当
時
の
困
難
な
製
作
条
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
す
る
な

ど
、
注
目
す
べ
き
成
果
を
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
主
た
る
関
心
は

―
谷
崎
の

嗜
好
に
倣
っ
て
か

―
「
影
」
よ
り
も
「
陰
」
や
「
翳
り
」
に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
、
そ
の
点
で
本
稿
が
め
ざ
す
と
こ
ろ
と
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
最
後
に
、

岡
田
に
よ
る
『
映
画
は
絵
画
の
よ
う
に
』
は
、
映
画
に
現
れ
る
視
覚
的
表
象
の

主
題
系
に
つ
い
て
長
ら
く
考
究
し
て
き
た
筆
者
自
身
と
関
心
や
認
識
を
あ
る

程
度
共
有
し
て
お
り
、
実
際
、
そ
こ
で
は
影
を
め
ぐ
っ
て
『
戦
く
影
』（
著
者
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の
表
記
で
は
原
題
の
直
訳
の
『
影
』）
も
『
キ
ャ
ッ
ト
・
ピ
ー
プ
ル
』
も
『
ビ

ガ
ー
・
ザ
ン
・
ラ
イ
フ
』
も
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
述
は
、
や

は
り
著
者
が
専
門
と
す
る
西
洋
美
術
史
や
西
洋
文
化
誌
と
映
画
と
の
結
び
つ
き

を
主
眼
と
し
て
い
る
観
が
あ
り
、 

そ
れ
は
〝
映
画
と
そ
の
分
身
〞
と
い
う
視
座

の
も
と
に
、
互
い
に
相
関
す
る
視
覚
的
表
象
を
介
し
て
映
画
の
自
己
反
省
作
用

の
契
機
を
探
っ
て
き
た
筆
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
必
ず
し
も
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
映
画
に
お
け
る
影
と
陰

―
オ
ー
モ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば

「
形フ

ィ
ギ
ュ
ー
ル象

と
し
て
の
影
」
と
「
環ミ

リ
ユ
ー境

と
し
て
の
陰/

」
―
に
つ
い
て
論
じ
る
際

に
あ
ら
か
じ
め
考
慮
し
て
お
く
べ
き
点
を
、
映
像
媒
体
の
現
況
を
踏
ま
え
て
整

理
し
て
お
こ
う
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
元
来
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ

る
映
像
は
、
映
写
機
の
ラ
ン
プ
の
光
が
フ
ィ
ル
ム
を
通
し
て
投
げ
か
け
る
「
影
」

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
映
画
館
の
暗
闇
と
い
う
「
陰
」
が
不

可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
映
画
と
テ
レ
ビ
を
技
術
的
か
つ
存
在
論
的

に
隔
て
る
要
因
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
映
画
館
の
み
な
ら
ず
、
自

宅
の
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
で
、
映
像
ソ
フ
ト
や
テ
レ
ビ
放
映
（
の
録
画
）
や

ネ
ッ
ト
配
信
を
利
用
し
て
、
映
画
を
見
る
こ
と
も
広
く
普
及
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
映
画
に
限
ら
ず
映
像
を
提
供
す
る
媒
体
は
、
自
宅
の
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン

や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
の
ほ
か
、
個
人
で
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ

や
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ア
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
の
デ
ヴ
ァ
イ
ス
、
公
共
の
場
で
は
遍

在
す
る
広
告
や
掲
示
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
か
ら
、
大
が
か
り
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

ヴ
ュ
ー
イ
ン
グ
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
・
マ
ッ
ピ
ン
グ
や
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
至
る
ま
で
、
そ
の
展
開
は
実
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
も
と
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
映
画
作
品
を
見
る
に
し
て
も
、
モ
ニ

タ
ー
な
ど
自
ら
発
光
す
る
表
示
装
置
で
視
聴
す
る
場
合
に
は
暗
闇
を
必
要
と
せ

ず
、
逆
に
、
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
映
像
で
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
映

写
し
て
見
る
場
合
に
は
最
低
限
の
暗
が
り
が
必
要
と
な
る
。
要
す
る
に
、
現
在

で
は
映
画
館
の
暗
闇
を
映
画
を
見
る
た
め
の
必
須
条
件
と
み
な
す
こ
と
も
、
ま

た
そ
れ
を
必
要
と
す
る
か
否
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
諸
々
の
映
像
媒
体
を
区

別
す
る
こ
と
も
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
上
、
観

客
な
ら
ぬ
利ユ

ー
ザ
ー

用
者
の
側
で
も
、
映
像
を
受
容
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ヴ
ィ
デ
オ
・

カ
メ
ラ
や
種
々
の
モ
バ
イ
ル
機
器
を
用
い
て
映
像
を
撮
影
し
、
そ
れ
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ

に
上
げ
る
こ
と
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
ス
ク
リ
ー
ン
」

の
機
能
様
態
の
著
し
い
変
化
を
め
ぐ
っ
て
、
近
年
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
が
技
術

的
＝
産
業
的
お
よ
び
社
会
的
＝
歴
史
的
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
映
画
＝
映
像

文
化
の
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」（
ブ
ル
デ
ュ
ー
）
の
変
容
を
探
究
し
つ
つ
あ
る
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る

=

。

し
か
し
な
が
ら
、〝
映
画
作
品
を
鑑
賞
す
る
〞
行
為
が
本
来
的
に
要
請
し
て

い
た
環
境
と
そ
こ
で
の
慣
行

―
映
画
館
の
暗
闇
の
中
で
上
映
さ
れ
、
互
い
に

見
知
ら
ぬ
多
く
の
観
客
が
、
自
ら
の
座
席
に
収
ま
り
、
一
定
の
時
間
じ
っ
と
ス

ク
リ
ー
ン
に
見
入
る
と
い
う

―
に
つ
い
て
の
志
向
や
認
識
が
、
も
は
や
完
全

に
消
失
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
二
〇
年
余
を
経
た
現

在
に
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
一
定
以
上
の
世
代
の
、
映
画
鑑
賞
を
愛
好
す
る

人
々
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
自
宅
の
テ
レ
ビ
で
映
像
ソ
フ
ト
を
見
る
場
合
で
も

（
彼
ら
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
小
さ
な
画
面
で
映
画
を
見
る
こ
と
な
ど
お
よ

そ
考
え
ら
れ
な
い
）、
そ
れ
が
映
画
と
し
て
製
作
、
公
開
さ
れ
た
作
品
で
あ
る

限
り

A

、
そ
こ
で
自
ら
が
行
っ
て
い
る
い
と
な
み
が
、
も
と
も
と
映
画
館
の
暗
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闇
を
始
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
感
覚
は
多
か
れ
少
な
か
れ
潜
在
し
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
自
身
、
大
学
で
の
平
素
の
活
動
に
お
い
て
、

会
議
室
の
薄
明
か
り
の
中
で
パ
ソ
コ
ン
か
ら
出
力
＝
映
示
さ
れ
る
資
料
映
像
が

白
く
霞
ん
で
い
て
も
さ
し
た
る
不
都
合
は
感
じ
な
い
が
、
完
全
な
暗
闇
に
で
き

な
い
仕
様
の
教
室
で
映
画
の
上
映
＝
鑑
賞
を
行
う
こ
と
に
は
大
き
な
抵
抗
を
覚

え
る
以
上
、
そ
の
事
実
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し

た
感
覚
が
普
遍
的
で
あ
る
根
拠
は
な
く
、
映
画
と
映
像
を
め
ぐ
る
状
況
と
世
代

の
推
移
と
と
も
に
、
将
来
的
に
そ
れ
が
潰
え
去
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ

う
が
、
か
つ
て
精
神
分
析
学
的
映
画
理
論
が
映
画
的
快
楽
の
基
底
的
要
件
と
み

な
し
た
鑑
賞
様
態
が
、
現
時
点
に
お
い
て
も
な
お
、
少
な
く
と
も
映シ

ネ

フ

ィ

ル

画
愛
好
家

と
呼
ば
れ
る
一
部
の
観
客
層
に
よ
っ
て
志
向
、
実
践
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い

て
、
そ
れ
を
映
画
に
つ
い
て
考
究
す
る
上
で
の
基
盤
と
す
る
こ
と
は
一
つ
の
方

法
的
選
択
と
し
て
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る

―
ち
ょ
う
ど
ル
ネ
サ
ン

ス
期
に
盛
ん
に
描
か
れ
た
フ
レ
ス
コ
画
が
、
や
が
て
油
彩
画
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
る
こ
と
で
技
法
と
し
て
は
衰
退
し
た
に
せ
よ
、
そ
し
て
、
現
在
そ
れ
を
鑑
賞

す
る
手
段
は
た
い
て
い
画
集
や
ネ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
複
製
写
真
で
あ
る
に
せ

よ
、
そ
れ
が
建
築
物
の
壁
面
を
彩
る
造
形
的
表
象
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
と
い

う
事
実
が
、
今
日
で
も
美
術
史
や
絵
画
理
論
の
研
究
に
お
い
て
無
視
す
べ
き
要

因
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。

し
た
が
っ
て
、
先
に
言
及
し
た
オ
ー
モ
ン
の
所
説
に
戻
れ
ば
、
そ
こ
で
の
誤

謬
は
、
映
画
館
の
暗
闇
を
現
在
で
も
有
効
な
「
映
画
的
状
況
の
本
質
的
様
相
」

と
規
定
し
た
こ
と
自
体
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
理
論
構
築
に
お
け
る

歴
史
的
検
証
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
な
が
ら
、
そ
の
主
張
に
合
致
し
な
い
見
解

を
掲
げ
た
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
付
言
し
て
お
け
ば
、
オ
ー
モ
ン
自
身
、『
影

絵
師
』
の
二
年
前
に
上
梓
し
た
『
光
の
魅
惑
』
で
は
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
や
種
々

の
モ
バ
イ
ル
機
器
で
映
画
を
見
る
機
会
が
増
え
つ
つ
あ
る
状
況
に
触
れ
た
上

で
、「
そ
れ
で
も
私
の
世
代
に
と
っ
て
は
（
フ
ィ
ル
ム
の
段
階
を
ほ
と
ん
ど
知

ら
な
い
ま
ま
と
な
る
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
違
う
だ
ろ
う
が
）、
映

写
の
母
体
と
し
て
の
フ
ィ
ル
ム
が
、
少
な
く
と
も
幻フ

ァ
ン
タ
ス
マ
テ
ィ
ッ
ク

想
上
の
モ
デ
ル
と
し
て

常
に
存
続
し
て
い
る
。
映
像
の
素
材
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
常
に
存
続
し
て

い
る
の
だ

B

」
と
留
保
を
交
え
て
明
言
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
所
感
は
、
メ
デ
ィ

ア
の
変
容
を
論
じ
る
言
説
に
お
い
て
は
と
か
く
「
郷
愁
」
と
形
容
さ
れ
も
す

る
が

C

、
実
は
、
そ
こ
に
は
映
像
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
反
省
的
契
機
の
射
程
と

い
う
重
要
な
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
り

D

、
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
も
、

暗
闇
の
中
で
の
、
フ
ィ
ル
ム
を
用
い
た
上
映
を
映
画
体
験
の
「
幻
想
上
の
」
基

盤
と
み
な
す
こ
と
は
、
決
し
て
妥
当
性
を
欠
い
た
選
択
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
少
な
く
と
も
、
ノ
エ
ル
・
キ
ャ
ロ
ル
が
主
張
す
る
よ
う
に

E

、「
私
た
ち

が
映
画
と
呼
ぶ
も
の
、
ま
た
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
映
画
史
と
呼
ぶ
も
の
は
、
将
来

の
世
代
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
映
画
媒
体
が
作
り
出
す
事
象
だ
け
で
な
く
、

ヴ
ィ
デ
オ
、
テ
レ
ビ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
作
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
、
さ
ら
に
未

知
の
媒
体
が
作
り
出
す
事
象
も
含
め
た
、
よ
り
広
範
で
連
続
的
な
歴
史
の
一
部

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
私
は
予
言
す
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
も
は
や

「
映フ

ィ
ル
ム画

」
で
は
な
く
「

動
ム
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
イ
メ
ー
ジ

画

」
と
し
て
映
像
を
一
括
す
る
こ
と
だ
け
が

唯
一
の
正
し
い
方
針
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
は
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

さ
て
、
映
画
館
の
暗
闇
が
必
須
の
場
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
ス
ク
リ
ー

ン
や
モ
ニ
タ
ー
に
映
し
出
さ
れ
る
映
像
そ
れ
自
体
の
内
に
も
、
先
に
論
じ
た
さ

ま
ざ
ま
な
陰
影
の
様
態
が
現
出
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
古
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典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で
標
準
的
な
照
明
法
と
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
三
点
照

明
」
は
、
斜
め
前
方
か
ら
人
物
を
照
ら
す
「
主キ

ー
・
ラ
イ
ト

光
線
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
で

き
る
陰
影
（
例
え
ば
鼻
筋
や
頰
の
）
を
和
ら
げ
る
た
め
に
反
対
側
か
ら
当
て
る

「
補フ

ィ
ル
・
ラ
イ
ト

助
光
線
」、
さ
ら
に
人
物
の
輪
郭
を
際
立
た
せ
る
「
バ
ッ
ク
ラ
イ
ト
」
か
ら

な
る
照
明
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
西
洋
絵
画
に
お
け
る
陰
影
法
の
伝

統
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
時
代
や
国
や
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
呈
す
る
「
ハ
イ
キ
ー
」
や
「
ロ
ー
キ
ー
」
の
画
調
は
、

場
面
全
体
を
明
る
く
照
ら
し
出
す
か
（
例
え
ば
一
九
三
〇
年
代
の
コ
メ
デ
ィ
映

画
の
よ
う
に
）、
暗
い
翳
り
を
基
調
に
明
暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
や
影
を
際
立
た

せ
る
か
（
例
え
ば
一
九
四
〇
年
代
の
フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
の
よ
う
に
）
と

い
っ
た
、
ま
さ
し
く
光
明
と
陰
影
の
相
関
を
体
系
的
に
組
織
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
光
な
く
し
て
は
存
立
し
え
な
い
は
ず
の

映
画
に
あ
っ
て
、
暗
闇
が
特
権
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
例

え
ば
ル
ネ
・
ク
レ
ー
ル
の
『
巴
里
の
屋
根
の
下
』（
一
九
三
〇
）
の
終
盤
で
、

な
ら
ず
者
の
一
味
と
格
闘
す
る
主
人
公
を
助
け
る
た
め
、
仲
間
が
拳
銃
で
街
灯

を
撃
っ
て
辺
り
を
闇
に
閉
ざ
す
場
面
や

F

、
フ
リ
ッ
ツ
・
ラ
ン
グ
の
『
恐
怖
省
』

（
一
九
四
四
）
の
大
詰
め
で
、
咄
嗟
に
部
屋
の
明
か
り
を
消
し
て
逃
げ
よ
う
と

し
た
男
が
ド
ア
越
し
に
撃
た
れ
、
暗
闇
の
中
に
一
瞬
、
開
閉
さ
れ
る
戸
口
の

矩
形
や
、
銃
撃
の
閃
光
に
照
ら
さ
れ
て
扉
の
面お

も
て

が
明
る
く
浮
か
び
上
が
っ
た

後
、
そ
こ
に
開
い
た
弾
痕
の
穴
か
ら
廊
下
の
光
が
差
し
込
む
光
景
な
ど
、
秀
逸

な
意
匠
の
も
と
に
闇
が
現
前
す
る
例
は
幾
つ
も
挙
げ
ら
れ
る
。
時
に
は
、『
暗

く
な
る
ま
で
待
っ
て
』（
テ
レ
ン
ス
・
ヤ
ン
グ
、
一
九
六
七
）
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
の
よ
う
に
、
夜
の
自
宅
で
た
だ
一
人
、
悪
漢
を
迎
え
撃
つ
こ
と
に
な
っ
た

盲
目
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
愛
用
の
ス
テ
ッ
キ
で
家
中
の
電
灯
を
叩
き
割
り
、
室
内

を
真
っ
暗
に
す
る
こ
と
で
窮
地
を
脱
す
る
と
い
う
、
本
来
な
ら
見
せ
場

0

0

0

と
な
る

は
ず
の
ア
ク
シ
ョ
ン
が
、
完
全
な
闇
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
例
さ
え
あ
る
。

確
か
に
、
映
画
館
の
暗
が
り
に
輝
か
し
く
浮
か
び
上
が
る
こ
と
を
常
と
す
る
ス

ク
リ
ー
ン
が
、
時
と
し
て
暗
闇
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
ま

た
、
映
画
的
な
興
奮
の
一
つ
の
か
た
ち
に
違
い
な
か
ろ
う

G

。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
陰
影
と
相
対
す
る
時
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
様

相
は
等
し
い
関
心
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
バ
ク
サ
ン

ド
ー
ル
は
、
一
般
に
陰
影
が
観
察
さ
れ
た
り
考
察
さ
れ
た
り
す
る
際
に
は
、
と

か
く
「
投
影
さ
れ
た
影
」
が
注
目
さ
れ
る
傾
向
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

そ
う
し
た
影
は
し
ば
し
ば
動
き
を
伴
っ
て
目
に
つ
き
や
す
い
こ
と
、
ま
た
光
源

と
物
体
と
影
が
一
緒
に
知
覚
さ
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
人
間
の
視
覚

に
は
縁エ

ッ
ジ

を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
特
性
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て

い
る

H

。
他
方
で
、
投
影
さ
れ
た
影
以
外
の
、
あ
る
い
は
動
き
も
明
暗
の
縁
も
見

て
と
れ
な
い
よ
う
な
類
の
陰
影
は
、
そ
も
そ
も
陰
影
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
こ

と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
や
オ
ー
モ
ン
が
述
べ
る
通
り
、

天
体
現
象
に
つ
い
て
の
日
常
的
な
感
覚
か
ら
も
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う

I

。
例

え
ば
、
月
食
を
、
地
球
が
太
陽
光
を
遮
っ
て
自
ら
の
影
を
月
面
に
投
げ
か
け
る

現
象
と
と
ら
え
る
こ
と
は
一
般
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
月
の
満
ち
欠

け
を
、
太
陽
に
照
ら
さ
れ
な
い
側
の
月
面
に
生
じ
た
「
本
体
の
影
」
の
推
移
と

解
す
る
こ
と
も
別
に
奇
異
な
考
え
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

夜
の
闇
を
、
太
陽
に
照
ら
さ
れ
て
い
な
い
側
の
地
表
に
生
じ
た
陰
の
広
が
り
と

し
て
受
け
と
め
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
、
陰
影
の

第
一
義
的
な
魅
惑
と
は
、
影
の
形
態
と
そ
の
運
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ

J

、
そ
の
限
り
で
は
、
投
影
像
の
形
と
そ
の
動
き
に
よ
っ
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て
成
り
立
つ
影
踏
み
の
遊
び
も
、
映
像
が
繰
り
広
げ
る
情
景
に
見
入
る
こ
と
で

生
成
さ
れ
る
映
画
の
愉
し
み
も
、
片
や
能
動
的
な
身
体
運
動
で
あ
り
、
片
や
受

動
的
な
知
覚
行
為
で
あ
る
に
せ
よ
、
快
楽
の
本
質
と
し
て
は
変
わ
る
と
こ
ろ
が

な
い
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
影
の
形
象
と
そ
の
運
動
こ
そ
が
、
映
画

と
い
う
光
と
影
の
偉
大
な
る
わ
ざ
の
根
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
映
画
の

テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
投
影
さ
れ
た
影
を
こ
そ
、
こ
こ
で
は
探
究
し
て
み
た
い
と

思
う
。

影
と
空
間
の
侵
犯

影
が
パ
ー
ス
の
記
号
学
に
お
け
る
「
類ア

イ
コ
ン像

」、
す
な
わ
ち
指
示
す
る
対
象
と

の
類
似
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
記
号
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
『
博
物
誌
』
が
絵
画
の
起
源
と
し
て
伝
え
る
逸
話
に
お

い
て
、
コ
リ
ン
ト
に
住
む
娘
が
愛
す
る
青
年
の
旅
立
ち
に
際
し
、
ラ
ン
プ
の

光
が
壁
の
上
に
投
げ
か
け
る
彼
の
影
の
輪
郭
を
写
し
取
っ
た
の
も

K

、
あ
る
い

は
十
八
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
シ
ル
エ
ッ
ト
」
が
人
気
を
博
し
、
さ

ら
に
は
ラ
ヴ
ァ
ー
タ
ー
が
そ
れ
を
正
確
に
描
く
た
め
の
装
置
を
発
明
し
て

「
観

フ
ュ
ジ
オ
グ
ノ
ー
ミ
ッ
ク

相
学
」
の
探
究
に
応
用
し
た
の
も

L

、
影
が
本
人
の
体
躯
を
忠
実
に

象
っ
た
「
類
像
」
を
な
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
同
時
に
、
類
像
と
し

て
の
影
が
、
同
じ
く
パ
ー
ス
の
記
号
学
に
お
け
る
「
指イ

ン
デ
ッ
ク
ス標

」、
す
な
わ
ち
指

示
す
る
対
象
と
の
物
理
的
な
結
合
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
記
号
を
な
し
て

い
る
こ
と
も
ま
た
自
明
で
あ
る
。
影
と
は
、
光
源
か
ら
発
せ
ら
れ
た
光
が
何
ら

か
の
物
体
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
る
た
め
に
他
の
表
面
上
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
暗
部

で
あ
り
、
よ
っ
て
当
の
物
体
の
存
在
や
形
状
、
そ
の
物
体
と
光
源
と
投
影
面
と

の
位
置
関
係
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
諸
々
の
情
報
を
指
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
指

標
の
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
風
見
鶏
が
、
吹
く
風
に
よ
っ
て
尾
羽
が

押
さ
れ
、
頭
部
が
風
上
の
方
向
を
指
し
示
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、
日
時
計
は
時

間
の
経
過
と
と
も
に
移
動
す
る
（
正
し
く
は
地
球
の
自
転
に
伴
っ
て
見
え
る
角

度
が
変
化
す
る
）
太
陽
の
位
置
に
応
じ
て
、
指
柱
の
落
と
す
影
に
よ
っ
て
時
刻

を
表
示
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
通
常
は
そ
の
よ
う
に
類
像
で
あ
り
指
標
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
る
影
の
形
象
が
、
時
と
し
て
本
来
の
属
性
か
ら
逸
脱
し
、
バ
ル
ト
が
形
容
し

た
よ
う
な
「
不
可
思
議
な
斜
視
状
態
」
や
「
意
識
的
な
罠
」
を
観
る
者
に
仕
掛

け
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
も
指
摘
し
た
通
り
、
そ
も
そ
も
影
絵
遊
び
の
よ

う
に
影
と
戯
れ
る
い
と
な
み
に
あ
っ
て
は
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
物
の
形
が
浮

か
び
上
が
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
実
物
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
素

材
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
事
実
が
そ
の
興
趣
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
種
明
か
し
の
楽
し
み
は
映
画
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
経
験
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
前
述
し
た
『
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
』
の
あ
の
場
面
も
ま
た
、
類
像
で

あ
り
指
標
で
あ
る
は
ず
の
影
が
、
映
画
と
い
う
光
と
影
の
偉
大
な
わ
ざ
に
お
い

て
そ
の
本
性
を
偽
り
う
る
こ
と
の
例
証
に
も
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
う

し
た
裏
切
り
が
、
物
語
世
界
の
次
元
で
は
隠
蔽
さ
れ
た
ま
ま
、
平
然
と
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
見
せ
場
を
捏
造
し
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ
り
、
例
え
ば
『
マ
ッ
ケ

ン
ナ
の
黄
金
』（
J
・
リ
ー
・
ト
ン
プ
ソ
ン
、
一
九
六
九
）
の
大
詰
め
で
は
、

夜
明
け
と
と
も
に
、
広
野
に
聳
え
る
巨
大
な
岩
柱
の
影
が
黄
金
の
谷
に
通
じ
る

秘
密
の
入
口
を
示
す
と
い
う
、
こ
の
大
味
な
西
部
劇
の
中
で
は
そ
れ
な
り
に
秀

で
た
場
面
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
が
〔
図
3
〕、
も
と
よ
り
、
日
が
昇
る
に
つ
れ

て
岩
柱
の
影
が
伸
び
て
ゆ
く

0

0

0

0

0

な
ど
と
い
う
事
態
は
現
実
に
は
あ
り
得
ず
（
日
が

昇
れ
ば
影
は
短
く
な
る
は
ず
で
あ
る
）、
こ
こ
で
は
指
標
と
し
て
の
影
の
特
性
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図１　『暗殺の森』

図２　『コンチネンタル』

図３　『マッケンナの黄金』
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図４　『落第はしたけれど』（左右とも）

図５　『アクメッド王子の冒険』

図６　  「田舎の礼節」または「出来事の予感」（ヴィ
クトリア・アンド・アルバート博物館蔵）
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そ
の
も
の
を
覆
す
こ
と
が
映
画
的
詐
術
の
決
め
手
と
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
、
映
画
に
現
れ
る
影
の
属
性
が
揺
ら
ぐ
の
は
、
必
ず
し
も
類
像
＝
指

標
と
し
て
の
そ
れ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
パ
ー
ス
が
「
象シ

ン
ボ
ル徴

」
と
呼
ん

だ
も
の
、
す
な
わ
ち
対
象
と
の
関
係
が
慣
習
的
な
観
念
連
合
と
し
て
規
定
さ

れ
る
記
号
の
類
型
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
曖
昧
さ
が
出
来
す
る
場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』（
小
津
安
二
郎
、
一
九
三
〇
）
の
学
生
た
ち

は
、
夜
、
腹
が
減
る
と
下
宿
の
障
子
窓
に
「
パ
ン
」
の
影
絵
文
字
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
、
田
中
絹
代
扮
す
る
向
か
い
の
喫
茶
店
の
娘
に
パ
ン
と
コ
ー
ヒ
ー
を

届
け
て
も
ら
う
が

M

〔
図
4
〕、
こ
こ
で
影
が
現
出
さ
せ
る
「
パ
ン
」
と
い
う
語

彙
、
す
な
わ
ち
言
語
記
号
こ
そ
、
パ
ー
ス
が
「
象
徴
」
の
典
型
と
し
て
論
じ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
奇
矯
な
場
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
原
理
的
に
は
映
画
に

限
ら
ず
現
実
に
も
出
来
し
う
る
情
景
の
再
現
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
こ
と
も
で

き
よ
う
し
、
逆
に
、
そ
こ
に
こ
そ
映
画
的
な
喜
劇
性
に
対
す
る
小
津
の
稀
有
な

セ
ン
ス
が
発
露
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
純
然
た

る
物
理
的
可
能
性
や
作
家
論
的
な
評
価
を
離
れ
て
、
元
来
、
映
画
を
構
成
す
る

映
像
が
類ア

ナ
ロ
ジ
ッ
ク

同
的
な
性
格
を
有
し
、
か
つ
て
メ
ッ
ツ
や
エ
ー
コ
が
明
ら
か
に
し
た

よ
う
に
、
類ア

ナ
ロ
ジ
ー

同
性
も
ま
た
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
意
味
作
用
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す

る
な
ら
ば

N

、
実
は
「
類
像
」
も
ま
た
「
象
徴
」
の
性
格
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
、
要
す
る
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
映
像
と
は
、
実

写
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
象
徴
化
さ
れ
た
類
像
記
号

か
ら
な
る
影
絵
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
右
に
挙
げ
た
場
面
は
そ
の
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
映
画
の
特
性
を
端
的

に
具
現
し
て
い
る
の
が
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
の
一
ジ
ャ
ン
ル
を
な
す
「
影

絵
映
画
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
影
絵
芝
居
の
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
さ
に
ス
ク

リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
影
の
み
で
構
成
さ
れ
た
映
画
で
あ
り
、
サ
イ
レ
ン

ト
時
代
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
E
・
M
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
『
カ
リ
フ
の

鶴
』（
一
九
二
二
）
や
ロ
ッ
テ
・
ラ
イ
ニ
ガ
ー
の
『
ア
ク
メ
ッ
ド
王
子
の
冒
険
』

（
一
九
二
六
）〔
図
5
〕
か
ら
、
近
年
の
ミ
シ
ェ
ル
・
オ
ス
ロ
に
よ
る
『
プ
リ
ン

ス
＆
プ
リ
ン
セ
ス
』（
二
〇
〇
〇
）
や
『
夜
の
と
ば
り
の
物
語
』（
二
〇
一
一
）

な
ど
の
連
作
に
至
る
ま
で
、
ユ
ニ
ー
ク
で
魅
力
的
な
系
譜
を
か
た
ち
づ
く
っ
て

い
る

O

。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
映
画
に
現
れ
る
影
と
パ
ー
ス
に
よ
る
記
号

の
分
類
と
の
相
関
を
問
う
こ
と
で
は
な
い
。
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
影
が
、
現
実
に

お
け
る
そ
れ
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
は
類
像
＝
指
標
と
し
て
振
る
舞
い
つ
つ

も
、
時
に
そ
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
映
画
的
表
象
を
め
ぐ
る
あ
る
種
の
侵
犯
作

用
を
引
き
起
こ
す
さ
ま
を
探
っ
て
み
た
い
の
で
あ
り
、
本
節
で
は
ま
ず
、
空
間

的
次
元
に
即
し
て
そ
う
し
た
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

そ
も
そ
も
影
を
介
し
て
、
画
面
に
提
示
さ
れ
て
い
る
空
間
に
画
面
外
の
要
素

が
侵
入
し
て
く
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
絵
画
で
も
そ
う
し
た
例
は
数

多
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
十
九

世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
風
景
・
風
俗
画
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
リ
ン
ズ
の
「
田
舎
の

礼
節
」（
一
八
三
二
）
で
、
こ
こ
で
は
恭
し
く
農
家
の
門
を
開
い
た
少
年
の
前

に
、
馬
に
乗
っ
た
来
訪
者
の
姿
が
地
面
に
落
ち
た
影
と
し
て
描
か
れ
て
お
り

P

、

ま
た
、
同
じ
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
官サ

ロ
ン展

派
画
家
ジ
ャ
ン
＝
レ
オ
ン
・
ジ
ェ

ロ
ー
ム
の
「
エ
ル
サ
レ
ム
」（
一
八
六
七
）
で
も
、
磔
刑
に
処
せ
ら
れ
た
キ
リ

ス
ト
と
二
人
の
罪
人
の
姿
が
、
同
じ
く
地
面
に
伸
び
る
影
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

て
い
る

Q

。
映
画
に
お
い
て
も
、
前
者
の
よ
う
な
趣
向
は

―
牧
歌
的
な
画
題
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と
は
ま
る
で
趣
き
が
異
な
る
も
の
の

―
先
に
触
れ
た
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
や

『
M
』
な
ど
で
、
不
気
味
な
人
影
が
犠
牲
者
に
迫
る
場
面
に
受
け
継
が
れ
て
お

り
、
後
者
の
よ
う
な
宗
教
的
題
材
に
関
わ
る
用
法
も
、
例
え
ば
『
キ
ン
グ
・
オ

ブ
・
キ
ン
グ
ス
』（
ニ
コ
ラ
ス
・
レ
イ
、
一
九
六
一
）
の
最
後
で
、
復
活
し
た

キ
リ
ス
ト
が
ガ
リ
ラ
ヤ
の
湖
畔
に
現
れ
、
使
徒
た
ち
に
福
音
を
広
め
る
よ
う
告

げ
る
場
面
に
お
い
て
、
そ
っ
く
り
再
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う

R

〔
図
7
〕。

も
と
よ
り
、
映
画
に
お
い
て
「
画
面
」
と
「
画
面
外
」
の
連
係
は
最
も
基
本
的

な
表
現
原
理
の
一
つ
で
あ
り
、
影
に
限
ら
ず
、
会
話
の
シ
ー
ン
で
話
者
を
交
互

に
と
ら
え
る
切
り
返
し
で
あ
れ
、
視
点
シ
ョ
ッ
ト
に
お
け
る
見
る
人
物
と
見
ら

れ
る
対
象
の
つ
な
が
り
で
あ
れ
、
さ
ら
に
は
パ
ン
や
テ
ィ
ル
ト
や
移
動
撮
影
な

ど
に
よ
る
画
面
外
空
間
の
取
り
込
み
で
あ
れ
、
画
面
の
内
と
外
の
要
素
が
結
び

つ
け
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
、
映
画
に
と
っ
て
ご
く
一
般
的
な
事
象
で
あ
る
。
問

題
は
そ
の
結
合
の
仕
方
で
あ
る
。

そ
こ
で
と
り
わ
け
興
味
深
い
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
日
本
家
屋
の

特
徴
的
な
建
具
の
一
つ
で
あ
る
障
子
と
そ
こ
に
映
る
影
で
あ
る
。
映
画
に
限
ら

ず
、
も
と
も
と
障
子
に
映
る
影
は
、
松
崎
仁
に
よ
る
興
味
深
い
論
考
が
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に

S

、
日
本
の
古
典
演
劇
の
演
出
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
採
り
入
れ
ら

れ
て
き
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
は
、『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
中
で
、
茶

道
の
秘
伝
を
伝
授
し
て
も
ら
う
た
め
、
夜
更
け
に
主
人
公
が
人
妻
を
訪
ね
た
と

こ
ろ
、
二
人
の
影
が
障
子
に
映
り
、
そ
れ
が
間
男
の
誹
り
を
受
け
て
二
人
が
出

奔
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
面
や
、『
一
谷
嫩
軍
記
』
の
「
熊
谷
陣
屋
」
の
段
で
、

討
ち
取
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
な
が
ら
実
は
生
き
て
い
る
武
将
の
姿
が
幽
霊
の
ご

と
く
障
子
の
影
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が
る
場
面
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
が
、
松
崎

に
よ
れ
ば
、
こ
の
ほ
か
に
も
影
を
利
用
し
た
二
役
の
早
替
り
や
、
手
の
込
ん
だ

影
絵
を
操
る
楽
屋
裏
の
種
明
か
し
、
さ
ら
に
は
障
子
に
映
る
人
物
の
影
め
が
け

て
手
裏
剣
を
投
げ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
な
ど
、
実
に
多
彩
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
趣
向
は
、
そ
れ
ら
の
古
典
演
劇
の
映
画
化
作
品
に
そ
の

ま
ま
採
り
入
れ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
題
材
も
ジ
ャ
ン
ル
も
ま
っ
た
く
異
な
る

作
品
に
思
い
が
け
な
い
形
で
姿
を
現
し
た
り
す
る
。
例
え
ば
、
篠
田
正
浩
に

よ
っ
て
映
画
化
さ
れ
た
『
鑓
の
権
三
』（
一
九
八
六
）
で
は
、
宮
川
一
夫
に
よ

る
撮
影
の
も
と
、
く
だ
ん
の
場
面
が
密
や
か
な
影
の
佇
ま
い
を
か
も
し
出
す
一

方
で
〔
図
8
〕、
東
宝
の
「
社
長
シ
リ
ー
ズ
」
の
端
緒
と
な
っ
た
『
三
等
重
役
』

（
春
原
政
久
、
一
九
五
二
）
で
は
、
主
人
公
の
実
直
な
社
長
と
好
色
な
知
人
の

社
長
（
河
村
黎
吉
と
進
藤
英
太
郎
が
と
も
に
は
ま
り
役
！
）
が
旅
館
に
逗
留
す

る
く
だ
り
で
、
同
様
の
光
景
が
奇
矯
な
振
る
舞
い
を
招
く
き
っ
か
け
と
な
る
。

知
人
の
社
長
は
愛
人
の
女
性
を
伴
っ
て
お
り
、
後
を
追
っ
て
来
た
妻
に
浮
気
を

隠
す
た
め
、
咄
嗟
に
、
こ
の
ご
婦
人
は
友
人
の
社
長
の
奥
方
だ
と
嘘
を
つ
く
。

そ
の
結
果
、
主
人
公
は
図
ら
ず
も
当
の
女
性
と
同
室
で
就
寝
す
る
は
め
と
な
る

が
、
こ
と
の
張
本
人
で
あ
る
好
色
社
長
は
、
寝
支
度
を
す
る
二
人
の
影
が
障
子

に
映
る
の
を
見
て
嫉
妬
に
駆
ら
れ
、
深
夜
に
彼
ら
の
部
屋
に
忍
び
込
ん
で
、
く

れ
ぐ
れ
も
〝
貞
節
〞
を
守
っ
て
く
れ
な
ど
と
枕
元
で
囁
い
た
り
す
る
。
さ
な
が

ら
近
松
の
遠
い
パ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
な
趣
向
で
は
な
い
か
〔
図
9
〕。

し
か
し
な
が
ら
、
映
画
に
お
い
て
障
子
に
映
る
影
の
系
譜
を
考
え
る
と
す
れ

ば
、
や
は
り
時
代
劇
に
注
目
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

時
代
劇
映
画
に
現
れ
る
影
の
形
象
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
戦

後
の
代
表
的
な
作
品
に
限
っ
て
も
数
々
の
印
象
的
な
事
例
が
見
出
さ
れ
る
。
例

え
ば
内
田
叶
夢
の
『
大
菩
薩
峠
』（
一
九
五
七
）
の
序
盤
で
は
、
主
人
公
の
机

龍
之
助
に
祖
父
を
殺
さ
れ
、
身
寄
り
が
な
く
な
っ
た
お
松
の
境
遇
を
憐
れ
ん
だ
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義
賊
の
七
兵
衛
が
、
彼
女
の
遠
縁
に
あ
た
る
大
店
の
お
か
み
に
引
き
取
り
を
頼

む
も
邪
険
に
拒
ま
れ
、
そ
の
夜
、
お
か
み
と
番
頭
が
密
会
し
て
い
る
部
屋
へ
踏

み
込
ん
で
く
る
。
そ
の
際
、
忍
び
寄
る
七
兵
衛
の
姿
は
ま
ず
障
子
に
映
る
影
で

示
さ
れ
、
次
い
で
当
人
が
障
子
を
開
け
て
闖
入
し
て
来
て
、
二
人
は
翌
朝
、
縛

り
上
げ
ら
れ
た
姿
で
店
の
前
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
作
の
中
盤

で
、
若
い
娘
と
な
っ
た
お
松
と
、
同
じ
く
龍
之
助
に
兄
を
殺
さ
れ
た
宇
津
木
兵

馬
が
初
め
て
出
会
う
く
だ
り
で
も
、
お
松
の
住
ま
い
の
軒
下
で
雨
宿
り
を
す
る

兵
馬
の
人
影
が
障
子
窓
に
映
り
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
彼
女
が
窓
を
開
け
、
中
に

入
る
よ
う
声
を
か
け
る
こ
と
で
、
二
人
の
長
い
縁え

に
し

が
始
ま
る
。
い
ず
れ
の
描

写
に
お
い
て
も
、
障
子
に
映
る
影
を
介
し
て
、
内
と
外
に
隔
て
ら
れ
た
空
間
が

通
じ
合
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
て
と
れ
る

T

。
時
に
は
、
そ
う
し
た
作
用
が
よ
り
荒
々

し
い
越
境
の
か
た
ち
を
採
る
場
合
も
あ
り
、
例
え
ば
『
眠
狂
四
郎
円
月
斬
り
』

（
安
田
公
義
、
一
九
五
七
）
で
は
、
主
人
公
が
屋
形
船
で
女
と
会
っ
て
い
る
と

こ
ろ
へ
、
外
か
ら
声
を
か
け
る
船
頭
の
影
が
障
子
に
映
る
と
、
い
き
な
り
槍
が

障
子
を
突
き
刺
し
、
暴
漢
た
ち
が
襲
い
か
か
っ
て
く
る
。
あ
る
い
は
、『
雪
之

丞
変
化
』（
市
川
崑
、
一
九
六
三
）
の
中
で
、
障
子
の
上
を
す
ー
っ
と
丸
い
小

さ
な
影
が
横
切
り
、
次
い
で
す
ぽ
っ
と
障
子
を
破
っ
て
、
書
状
で
く
る
ん
だ
石

つ
ぶ
て
が
飛
び
込
ん
で
く
る
光
景
も
ま
た
、
影
を
介
し
た
空
間
侵
犯
の
鮮
や
か

な
意
匠
の
一
つ
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の

種
の
系
譜
は
、
時
代
劇
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
隆
盛
を
見
た
任
俠
映
画
に
も
受

け
継
が
れ
、
例
え
ば
そ
の
最
高
傑
作
の
一
つ
と
目
さ
れ
る
『
昭
和
残
俠
伝 

唐

獅
子
牡
丹
』（
佐
伯
清
、
一
九
六
六
）
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
、
敵
の
組
に

乗
り
込
ん
だ
高
倉
健
が
、
障
子
に
映
る
影
と
な
っ
て
、
迫
る
相
手
を
一
刀
の
も

と
に
斬
り
捨
て
、
そ
の
血
し
ぶ
き
が
障
子
に
飛
ぶ
と
同
時
に
そ
れ
が
蹴
破
ら

れ
る
。

こ
れ
ら
の
例
に
あ
っ
て
、
障
子
は
谷
崎
が
称
揚
し
た
よ
う
な
、
翳
り
を
生
み

出
し
、
そ
れ
を
愛
で
る
た
め
の
造
作
で
も
な
け
れ
ば
、
江
戸
時
代
か
ら
愛
好
さ

れ
た
よ
う
に
、
月
明
か
り
や
蠟
燭
の
光
を
用
い
て
影
絵
遊
び
に
興
じ
る
た
め
の

設
え
で
も
な
く
、
影
の
形
象
を
契
機
と
し
て
、
内
と
外
に
隔
て
ら
れ
た
空
間
を

通
底
さ
せ
、
さ
ら
に
は
そ
の
境
界
を
越
境
さ
せ
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
特
質
は
日
本
映
画
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
映
画
に
お
い
て
も
認

め
ら
れ
、
そ
こ
で
の
様
相
は
む
し
ろ
よ
り
直
截
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
実
際
、
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
の
『
チ
ー
ト
』（
セ
シ
ル
・
B
・
デ
ミ
ル
、

一
九
一
五
）
で
は
、
早
川
雪
洲
演
じ
る
日
本
人
骨
董
商
の
邸
宅
で
、
陵
辱
さ
れ

か
け
た
ア
メ
リ
カ
人
の
人
妻
が
思
い
あ
ま
っ
て
彼
を
ピ
ス
ト
ル
で
撃
っ
た
後
、

妻
を
追
っ
て
来
た
夫
が
、
く
ず
お
れ
る
骨
董
商
の
影
を
障
子
越
し
に
目
撃
し
て

こ
と
の
重
大
さ
を
察
し
〔
図
10
〕、
い
き
な
り
障
子
を
滅
茶
苦
茶
に
破
っ
て
室

内
に
押
し
入
っ
て
来
る
。
ま
た
、
戦
後
の
『
東
京
暗
黒
街　

竹
の
家
』（
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
フ
ラ
ー
、
一
九
五
五
）
で
も
、
大
詰
め
の
真
珠
店
の
場
面
で
、
店
内
に

い
る
ギ
ャ
ン
グ
の
影
が
障
子
の
壁
に
映
り
、
駆
け
つ
け
た
警
官
が
咄
嗟
に
そ
の

影
め
が
け
て
発
砲
す
る
〔
図
11
〕。
ち
な
み
に
同
作
の
序
盤
で
は
、
米
軍
の
捜

査
官
と
い
う
身
分
を
隠
し
て
ギ
ャ
ン
グ
の
一
味
に
潜
入
し
よ
う
と
目
論
む
主
人

公
が
、
パ
チ
ン
コ
店
の
奥
で
男
に
殴
り
倒
さ
れ
、
障
子
を
突
き
破
っ
て
次
の
間

に
転
が
り
込
む
と
、
そ
こ
に
は
ギ
ャ
ン
グ
の
ボ
ス
と
子
分
た
ち
が
控
え
て
い
る

と
い
う
場
面
が
あ
り
、
あ
た
か
も
障
子
と
は
突
き
破
ら
れ
る
た
め
に
存
す
る
建

具
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
も
と
も
と
日
本
家
屋
の
室
内
で
立
ち
廻
り
と
も
な
れ

ば
襖
や
障
子
が
突
き
破
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
も
の
の
、
こ
こ
に
挙
げ
た

一
連
の
例
に
お
い
て
、
障
子
に
映
る
影
が
空
間
を
隔
て
る
境
界
を
取
り
払
い
、



18

時
に
は
暴
力
的
な
侵
犯
を
引
き
起
こ
す
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

映
画
に
お
け
る
影
が
呈
す
る
き
わ
め
て
興
味
深
い
様
相
の
一
つ
に
違
い
な
い
。

影
と
時
間
の
超
越

こ
れ
ら
空
間
に
関
わ
る
越
境
の
契
機
に
加
え
て
、
時
間
に
関
わ
る
そ
れ
も
同

じ
く
注
目
に
値
す
る
。
改
め
て
断
る
ま
で
も
な
く
、
影
そ
の
も
の
は
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
映
し
出
さ
れ
る
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
日
時
計
は
用
を
な
さ
な
い
）
の
に

対
し
、
コ
リ
ン
ト
の
娘
が
壁
に
写
し
取
っ
た
恋
人
の
影
の
輪
郭
の
よ
う
に
、
影

を
象
っ
た
表
象
物
は
過
去
の
痕
跡
に
転
化
す
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ュ
ボ
ワ
が

影
と
写
真
を
引
き
比
べ
つ
つ
述
べ
た
よ
う
に
、「
影
は
常
に
〝
そ
れ
が
そ
こ
に

あ
る

0

0

〞
こ
と
を
明
言
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
影
の
画0

は
常
に
〝
そ
れ
が
そ
こ
に

あ
っ
た

0

0

0

〞
こ
と
を
明
言
す
る
。
一
方
の
純
然
た
る
指
向
的
現プ

レ
ザ
ン
ス

前
性
は
、
他
方
の

必
然
的
先ア

ン
テ
リ
オ
リ
テ

行
性
と
対
立
す
るU

」
の
で
あ
る
。
影
と
肖
像
の
相
関
に
つ
い
て
す

ぐ
れ
た
論
考
を
展
開
し
た
岡
戸
敏
幸
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て

幾
多
の
事
例
が
見
ら
れ
る
「
影
の
肖
像
」
を
取
り
上
げ
て
、
親
愛
や
追
慕
の
念

を
影
に
託
す
古
来
の
感
情
と
、
写
真
の
伝
来
が
も
た
ら
し
つ
つ
あ
っ
た
近
代
的

な
表
象
原
理
が
併
存
し
、
統
合
さ
れ
て
ゆ
く
時
代
の
文
化
的
な
相
貌
を
描
き
出

し
た

V

。
岡
戸
は
ま
ず
、
漢
の
武
帝
が
亡
き
寵
姫
、
李
夫
人
を
思
慕
し
て
や
ま
ず
、

そ
こ
で
臣
下
の
一
人
が
「
影
絵
を
も
っ
て
夫
人
の
姿
を
武
帝
の
眼
の
前
に
映
し

出
し
た
」
と
い
う
逸
話
（
後
述
参
照
）
や
、
北
宋
の
蘇
東
坡
が
肖
像
画
を
描
く

際
に
人
の
影
を
写
し
取
る
手
法
を
勧
め
た
故
事
か
ら
説
き
起
こ
し
、
そ
の
蘇
東

坡
に
触
発
さ
れ
て
〝
影
の
自
画
像
〞
を
試
み
た
谷
文
晁
の
「
文
晁
影
像
幷
和

歌
」（
一
八
三
五
）
や
、
多
く
の
役
者
や
芸
妓
な
ど
の
〝
影
の
肖
像
画
〞
を
描

い
て
人
気
を
博
し
た
落
合
芳
幾
の
作
品
な
ど
が
、
画
家
の
意
思
の
介
在
よ
り
も

影
と
い
う
自
然
の
光
学
現
象
に
依
拠
す
る
表
象
の
系
譜
を
か
た
ち
づ
く
る
一
方

で
、
敬
愛
す
る
人
物
の
追
善
会
の
記
念
と
し
て
故
人
と
参
加
者
の
影
の
肖
像
を

収
め
た
書
物
『
久
万
那
幾
影
』（
一
八
六
七
）
や
、
三
遊
亭
円
朝
が
後
援
者
の

最
期
の
姿
を
影
絵
で
写
し
取
っ
た
墨
画
な
ど
が
例
示
す
る
よ
う
に
、
追
慕
の
思

い
を
寄
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
み
な
さ
れ
た
、
情
緒
的
な
拠
り
所
と
し
て
の
役

割
も
ま
た
、
影
を
め
ぐ
る
理
解
の
基
層
に
根
づ
い
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
い

る
。
豊
富
な
資
料
を
駆
使
し
つ
つ
、「「
写
真
」
に
通
じ
る
醒
め
た
近
代
的
な
感

覚
と
、「
追
慕
像
」
に
ま
で
昇
華
さ
れ
た
古
代
以
来
の
感
情
が
、
ひ
と
つ
の
「
影

法
師
」
に
併
存
す
る
時
代
の
表
情W

」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
そ
の
論
述
に
は

大
い
に
啓
発
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
二
つ
の
性
格
は
、
影
を
描
い
た

画
像
そ
の
も
の
の
属
性
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
眺
め
ら
れ
、
受
容
さ
れ
る
際
の

様
態
に
よ
っ
て
も
決
定
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
岡
戸
自
身
も
、「
影
の

肖
像
」
に
限
ら
ず
、「「
肖
像
」
の
本
質
は
、
今
は
眼
の
前
に
い
な
い
人
の
面
影

を
、
残
さ
れ
た
人
の
た
め
に
と
ど
め
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
て
、「「
肖
像
」
は
、

描
か
れ
る
人
の
た
め
よ
り
も
、
こ
れ
を
眺
め
る
人
の
た
め
に
あ
っ
た
。「
肖
像
」

が
、
一
人
一
人
の
う
ち
に
よ
く
受
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に
向
き
合
う
人

の
感
情
や
想
像
の
働
き
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
余
地
が
、
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
余
地
が
担
保
さ
れ

る
上
で
重
要
な
要
因
と
な
る
の
が
、
影
に
ま
つ
わ
る
時
間
性
の
関
与
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
影
自
体
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
生
じ
る
が
、
そ
の
画
は
過
去

に
生
じ
た
影
の
痕
跡
で
あ
り
、
そ
れ
を
眺
め
る
行
為
は

―
バ
ル
ト
が
写
真
に

つ
い
て
主
張
し
た
ご
と
く

X

―
必
然
的
に
「
か
つ
て
、
あ
っ
た
」
と
い
う
「
ノ

エ
マ
」
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
絵
画
や
写
真

の
よ
う
な
静
止
画
に
よ
る
再
現
表
象
で
あ
る
限
り
、
そ
の
画
像
は
今
、
こ
こ
で
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描
か
れ
つ
つ
あ
る
の
で
も
、
撮
影
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
も
な
く
、
か
つ
て
描
か

れ
、
撮
影
さ
れ
た
結
果
と
し
て
目
の
前
に
あ
る
の
で
あ
り

Y

、
そ
こ
に
と
ら
え

ら
れ
た
影
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
画
像
の
指
向
対
象
と
、
制
作
と
、
受

容
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
本
来
的
に
過
去
を
志
向
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
実

践
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
映
画
に
お
い
て
は
、
観
客
は
過
去
に
生
じ
た
影
の
映
像
を
、

今
、
こ
こ
で
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
目
の
当
た
り
に
す
る
。
先
に

触
れ
た
心
理
学
の
実
験
が
示
す
よ
う
に
、
静
止
し
た
影
を
見
る
の
と
動
く
影
を

見
る
の
と
で
は
知
覚
の
様
態
に
大
き
な
違
い
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し

く
、
絵
画
や
写
真
と
い
っ
た
静
止
画
に
お
け
る
影
の
表
象
と
、
映
画
の
よ
う
な

動
画
に
お
け
る
そ
れ
と
を
根
本
的
に
隔
て
る
相
違
で
も
あ
る
。
岡
戸
が
言
及
し

た
漢
の
武
帝
の
逸
話
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
実
際
、『
漢
書
』

の
記
述
に
よ
れ
ば

Z

、
武
帝
は
ま
ず
離
宮
の
甘
泉
殿
に
亡
き
李
夫
人
の
肖
像
画

を
掲
げ
さ
せ
、
次
い
で
、
夫
人
の
霊
魂
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
申
し
出

た
方
士
（
道
教
の
術
士
）
が
、
夜
、
燈
燭
を
並
べ
、
帷
帳
を
め
ぐ
ら
せ
て
、
帝

は
別
の
帳
の
中
か
ら
亡
き
人
の
面
影
を
望
見
す
る
。
影
絵
が
用
い
ら
れ
た
と
は

必
ず
し
も
明
言
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
く
だ
り
で
は
、
単
に
故
人
の
姿

が
浮
か
び
上
が
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
「
坐
す
さ
ま
歩
む
さ
ま
」
が
見
て

と
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
岡
戸
は
こ
の
点
に
関
し
て
、「
こ
の
李
夫
人
の

「
影
」
が
静
止
し
た
も
の
で
は
な
く
、
影
絵
劇
の
ご
と
く
動
き
を
伴
う
も
の
で

あ
っ
た
こ
と （

77
）」

に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
逸
話
に
因
ん
だ
白
楽

天
の
詩
「
李
夫
人
」
に
お
い
て
も

 （
78
）、「

も
の
も
言
わ
ず
笑
い
も
せ
ず
、
人
を
悲

し
ま
せ
る
だ
け
」
の
肖
像
画
の
虚
し
さ
が
語
ら
れ
た
後
で
、
方
士
が
死
者
の
魂

を
蘇
ら
せ
る
と
い
う
「
反
魂
香
」
を
焚
き
、
そ
の
煙
の
内
に
亡
き
寵
姫
の
姿
が

ゆ
ら
ゆ
ら
と
浮
か
び
上
が
る
さ
ま
が
謳
わ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
絵
と
い

う
静
止
し
固
定
さ
れ
た
媒
体
と
、
影
や
煙
の
揺
ら
め
き
と
い
う
不
安
定
な
媒
体

が
対
比
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
過
去
を
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
定
位

さ
せ
る
か
、
幻
の
ご
と
く
現
在
に
蘇
ら
せ
る
か
と
い
う
、
表
象
の
様
態
の
違
い

が
く
っ
き
り
と
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
映
画
に
現
れ
る
影
も
ま
た
時
間
的
な
越
境
を
生
起
さ
せ
う

る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
し
た
事
例
は
意
外
に
少
な
く
、
空
間
的
な
侵
犯

作
用
に
関
わ
る
例
が
多
数
見
ら
れ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は

り
、
映
画
に
あ
っ
て
は
〝
影
の
出
現
〞
と
い
う
出
来
事
自
体
が
、
現
在
に
お
け

る
顕
現

0

0

と
、
過
去
に
起
き
た
事
象
の
再
現

0

0

と
い
う
、
二
重
の
性
格
を
帯
び
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
武
帝
の
逸
話
の
よ
う
に
、

現
実
の
影
や
煙
の
内
に
故
人
の
姿
を
見
て
と
る
場
合
、
そ
の
〝
顕
現
〞
は
絵
に

描
か
れ
た
姿
に
比
べ
れ
ば
儚
く
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
に
せ

よ
、
少
な
く
と
も
そ
の
面
影
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
影
や
煙
は
目
の
前
で
、
現

実
に
立
ち
上
り
、
揺
ら
め
い
て
い
る
。
し
か
し
、
映
画
に
あ
っ
て
は
、〝
今
、

こ
こ
で
〞
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
影
の
映
像
も
ま
た
、
必
ず
や
〝
か
つ

て
、
よ
そ
で
〞
撮
ら
れ
た
影
の
光
景
の
名
残
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
う

し
た
表
象
の
二
重
性
は
、
空
間
的
次
元
と
時
間
的
次
元
と
で
そ
の
様
態
が
根
本

的
に
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
影
を
介
し
て

空
間
の
侵
犯
が
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
物デ

ィ
エ
ジ
ェ
ー
ズ

語
世
界
内
の
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
画
面
の
内
と
外
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
障

子
の
よ
う
な
遮
蔽
物
の
手
前
と
背
後
の
よ
う
に
、
両
者
と
も
物
語
世
界
の
内
に

並
存
し
て
お
り
、
よ
っ
て
、
侵
入
さ
れ
る
〝
こ
こ
〞
も
、
侵
入
し
て
く
る 

〝
よ

そ
〞
も
、
空
間
的
な
均
質
性
を
担
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、〝
今
〞
に
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介
入
し
て
く
る
〝
か
つ
て
〞
と
は
、
そ
も
そ
も
現
実
に
お
い
て
も
物
語
世
界
に

お
い
て
も
、
現
在
と
過
去
が
実
際
に

0

0

0

並
存
す
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
以
上
、
不

在
と
し
て
規
定
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
映
画
の
ス
ク
リ
ー
ン
と
は
、

も
と
も
と
不
在
で
あ
る
は
ず
の
〝
か
つ
て
〞
の
情
景
を
〝
今
〞
で
あ
る
か
の
よ

う
に
ま
ざ
ま
ざ
と
現
出
さ
せ
る
場
に
ほ
か
な
ら
ず
、
た
と
え
そ
れ
が
物
語
世
界

に
お
い
て
過
去
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
面
で
あ
っ
て
も
、
映
画
が
編
み
出
し
た

術
策
（
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
技
法
）
に
よ
っ
て
、
言
わ
ば
強
引
に
、
こ
の
存

在
論
的
な
制
約
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
。
そ
の
点
で
、
少
な
く
と
も
物
語
世
界
に

お
い
て
隣
接
す
る
空
間
に
対
し
、
影
を
介
し
て
、
提
示
さ
れ
た
〝
こ
こ
〞
と
隠

蔽
さ
れ
た
〝
よ
そ
〞
の
間
の
越
境
を
生
み
出
す
よ
う
な
趣
向
と
は
、
表
象
の
様

態
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
映
画
に
お
け
る
時
間
の
二
重

性
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
物
語
世
界
の
虚
構
性
を
図
ら
ず
も
浮
上
さ
せ
て
し
ま

う
か
ら
こ
そ
、
映
画
に
現
れ
る
影
の
形
象
は
、
絵
画
や
写
真
な
ど
静
止
画
に
留

め
ら
れ
た
そ
れ
に
比
べ
て
、
過
去
を
起
点
と
し
て
時
を
踏
み
越
え
る
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
を
受
け
入
れ
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
、
影

の
力
に
よ
っ
て
映
画
が
時
間
の
超
越
を
果
た
す
上
で
の
、
核
心
と
な
る
問
題
が

潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
数
は
稀
で
も
、
影
を
き
っ
か
け

に
物
語
上
の
時
間
が
飛
躍
す
る
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。『
カ
ラ
ー
パ
ー
プ

ル
』（
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
、
一
九
八
五
）
の
序
盤
で
、
少
女
の

セ
リ
ー
が
椅
子
に
座
っ
て
本
を
読
む
姿
が
、
た
ど
た
ど
し
い
朗
読
の
声
と
と
も

に
壁
に
映
る
影
と
し
て
示
さ
れ
、
次
い
で
家
の
周
り
の
シ
ョ
ッ
ト
を
挟
み
な
が

ら
、
声
色
が
大
人
び
て
調
子
も
淀
み
な
い
も
の
に
変
わ
る
と
、
そ
の
影
が
立
ち

上
が
り
、
戸
口
か
ら
ウ
ー
ピ
ー
・
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
扮
す
る
大
人
の
セ
リ
ー
が

姿
を
現
す
と
い
っ
た
、
い
さ
さ
か
あ
ざ
と
い
場
面
な
ど
は
端
的
な
実
例
の
一
つ

で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
映
画
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
物
語
世
界
内
で
収
束

し
う
る
よ
う
な
様
態
と
は
異
な
る
、
独
特
の
喚
起
力
を
有
す
る
時
間
の
踏
破
も

ま
た
、
影
の
形
象
を
介
し
て
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
参
考
と
な
る
の
が
、
絵
画
や
写
真
に
お
け
る
影
の
形
象
を
め
ぐ
っ

て
、
別
の
観
点
か
ら
時
間
性
の
関
与
の
様
相
を
引
き
出
し
た
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
の

考
察
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
「
デ
ザ
ー
ル
橋
、
パ
リ
」（
一
八
六
八
）

で
は
、
画
面
下
部
に
、
手
前
の
カ
ル
ー
ゼ
ル
橋
と
そ
こ
を
行
き
交
う
通
行
人

た
ち
の
影
が
描
き
込
ま
れ
て
お
り
（
そ
こ
に
は
画
家
自
身
の
影
も
含
ま
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
）、
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
画
面
外
＝
現
実
の

移
ろ
い
ゆ
く
時
間
性
と
、
そ
の
あ
る
瞬
間
を
切
り
取
っ
た
絵
画
作
品
の
時
間

性
と
を
通
底
さ
せ

―
い
み
じ
く
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
「
現
代
生
活
の
画
家
」

（
一
八
六
三
）
で
示
し
た
「
遊フ

ラ
ヌ
ー
ル

歩
者
」
の
概
念
そ
の
ま
ま
に

―
「
観
察
者
の

一
時
的
で
偶
発
的
な
姿
を
投
影
し
た
表
象
」
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る

 （
79
）。

そ

う
し
た
考
え
は
、
同
じ
く
時
刻
の
推
移
を
絵
画
的
表
象
の
内
に
取
り
込
ん
だ
モ

ネ
の
「
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
」
の
連
作
（
一
八
九
二
―
九
三
）
に
も
当
て
は
ま
る

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
は
む
し
ろ
、
モ
ネ
の
「
睡
蓮
」
の
連
作

（
一
八
九
〇
年
代
か
ら
最
晩
年
ま
で
、
特
に
一
九
〇
三
―
〇
八
年
）
と
、
彼
が

最
晩
年
に
撮
っ
た
あ
る
写
真
（
一
九
二
〇
年
頃
）
と
の
関
連
に
着
目
し
、
洞
察

に
富
ん
だ
見
解
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
片
や

観
察
者
と
観
察
さ
れ
る
対
象
と
の
間
の
、
片
や
枠
と
形
象
化
と
の
間
の
、
新
た

な
関
係
の
産
物
で
あ
る
。〔
中
略
〕
絵
画
の
表
面
は
水
面
と
一
体
化
し
、
外
界

（
木
や
空
な
ど
）
が
イ
メ
ー
ジ
の
内
に
現
前
す
る
の
は
、
そ
れ
が
鏡
の
効
果
に

よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
に
吸
収
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
し
か
な
い
」
と
述
べ
、
そ

の
上
で
、
モ
ネ
自
身
の
影
が
水
面
に
映
り
込
ん
で
い
る
後
者
の
写
真
は
、「
彼



21

図７
『キング・オブ・キン
グス』（上下とも）

図８　『鑓の権三』

図９　『三等重役』
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図 10　『チート』

図 11　『東京暗黒街　竹の家』

図 12　『アナへの二通の手紙』
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の
晩
年
の
作
品
に
潜
在
し
て
い
た
も
の
、
す
な
わ
ち
絵
画
を
成
り
立
た
せ
る
眼

差
し
の
影
」
を
明
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、「
手0

に
対
す
る
眼
差
し

0

0

0

の
（
近

代
的
な
）
優
位
を
宣
告
し
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る

 （
80
）。

こ
れ
ら

の
考
察
に
あ
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
は
表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
絵
画

や
写
真
で
は
な
く
、
当
の
表
象
作
用
を
生
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
し
つ
つ
、

作
品
に
刻
印
さ
れ
る
現
実
の
時
間
性
の
、
さ
ら
に
は
表
象
と
そ
の
主
体
に
ま
つ

わ
る
歴
史
性
の
指
標
の
、
新
た
な
相
貌
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ

し
て
、
写
真
に
写
り
込
ん
だ
人
物
の
影
が
、
遙
か
な
歳
月
を
貫
い
て
喚
起
す
る

時
間
性
＝
歴
史
性
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
例
え
ば
『
二
十
四
時
間
の
情
事
』（
ア

ラ
ン
・
レ
ネ
、
一
九
五
九
）
の
撮
影
の
た
め
に
来
日
し
た
主
演
女
優
の
エ
マ

ニ
ュ
エ
ル
・
リ
ヴ
ァ
が
、
共
演
の
岡
田
英
次
の
到
着
を
待
つ
間
、
広
島
の
街
を

彷
徨
い
な
が
ら
撮
っ
た
あ
ま
た
の
写
真
の
一
枚
に
見
入
る
時
、
わ
れ
わ
れ
が
深

く
体
験
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る

 （
81
）。

そ
の
よ
う
な
体
験
を
映
画
に
お
い
て
、
卓
抜
な
か
た
ち
で
実
現
し
て
い
る

の
が
、
ホ
セ
・
ル
イ
ス
・
ゲ
リ
ン
に
よ
る
短
編
『
ア
ナ
へ
の
二
通
の
手
紙
』

（
二
〇
一
一
）
で
あ
る
。
こ
の
三
〇
分
ほ
ど
の
作
品
で
は
、
主
と
し
て
プ
リ
ニ

ウ
ス
の
『
博
物
誌
』
に
そ
っ
て
、
彼
が
称
賛
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
芸
術
を
め

ぐ
る
省
察
が
映
像
と
音
楽
と
字
幕
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
、
例
え
ば
「
第
一
の
手
紙
」

で
は
、
五
人
の
女
性
を
モ
デ
ル
と
し
て
各
々
の
身
体
の
最
も
美
し
い
部
位
を
組

み
合
わ
せ
て
「
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
を
描
い
た
」
ゼ
ウ
ク
シ
ス
の
逸
話
が
、

「
ロ
シ
ア
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
だ
」
と
評
さ
れ
る

 （
82
）。

次
い
で
「
第
二
の
手

紙
」
で
は
、
ま
さ
に
絵
画
の
起
源
に
関
す
る
く
だ
ん
の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
、
そ

れ
に
着
想
を
得
た
ダ
ン
ス
「
コ
リ
ン
ト
の
婦
人
」
の
映
像
が
挿
入
さ
れ
て
、
ダ

ン
サ
ー
と
そ
の
影
が
と
も
に
舞
い
踊
る

 （
83
）。

そ
し
て
最
後
に
、
コ
リ
ン
ト
の
廃

墟
を
探
訪
す
る
映
像
が
示
さ
れ
、
ゲ
リ
ン
自
身
と
思
し
き
撮
影
者
の
姿
が
影
と

し
て
の
み
現
れ
て
、
そ
の
影
が
崩
れ
た
壁
や
柱
や
石
塊
の
上
を
波
打
ち
な
が
ら

移
ろ
っ
て
行
く
間
に
〔
図
12
〕、
今
は
失
わ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
絵
画
作
品

が
次
々
と
列
挙
さ
れ
、
結
び
と
し
て
、
芸
術
家
の
「
最
後
の
作
品
や
未
完
に
終

わ
っ
た
作
品
が
よ
り
大
き
な
称
賛
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
。
絵
の
中
に
残

さ
れ
た
描
線
か
ら
、
彼
ら
の
考
え
の
道
筋
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
」
と

い
う
『
博
物
誌
』
の
一
節
が
引
用
さ
れ
、
さ
ら
に
本
作
の
冒
頭
に
も
掲
げ
ら
れ

て
い
た
、「
滅
び
ゆ
く
芸
術
の
尊
厳
に
つ
い
て
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
お
こ
う
」

と
い
う
い
ま
一
つ
の
引
用
に
よ
っ
て

 （
84
）、

こ
の
作
品
は
締
め
括
ら
れ
る
。
ま
さ
に

影
と
絵
画
と
映
像
と
い
う
、
運
動
と
静
止
、
接
触
の
可
能
性
と
不
可
能
性
、
過

去
の
痕
跡
と
そ
の
擬
似
的
現
前
と
い
っ
た
、
複
合
的
な
要
因
に
そ
っ
て
結
び
つ

き
、
か
つ
隔
て
ら
れ
る
、
視
覚
的
表
象
の
生
成
と
そ
れ
が
辿
る
命
運
を
感
銘
深

く
描
き
出
し
た
稀
有
な
試
み
と
言
え
よ
う
。

「
不
気
味
な
も
の
」
か
ら
「
異い

な
る
も
の
」
へ

西
洋
文
化
誌
に
お
い
て
、
影
が
平
穏
な
日
常
生
活
を
脅
か
す
「
不
気
味
な
も

の
」
の
象
徴
と
し
て
介
入
し
て
く
る
と
い
う
趣
向
が
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
・
ロ

マ
ン
派
以
降
の
、
人
間
の
自
我
を
優
越
さ
せ
る
文
芸
思
潮
の
も
と
で
確
立
さ
れ

た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
も
、
ま
た
西
洋
以
外
の
文
化

に
お
い
て
も
、
影
の
形
象
が
何
ら
か
の
超
常
的
な
力
を
帯
び
た
「
異い

な
る
も
の
」

と
し
て
現
出
す
る
事
例
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

ミ
ル
ネ
ー
ル
自
身
、
そ
の
陰
影
論
を
説
き
起
こ
す
に
あ
た
っ
て
、
聖
書
に
基

づ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
や
文
化
誌
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
マ
ニ
教
や
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
が
奉
じ
る
よ
う
な
光
と
影
の
二
項
対
立
と
は
違
っ
て
、
神
聖
さ
が
光
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輝
だ
け
で
な
く
、
あ
る
種
の
翳
り
に
よ
っ
て
も
体
現
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
強

調
し
て
お
り
、
そ
の
実
例
と
し
て
、「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ

エ
ル
の
民
を
昼
間
は
「
雲
の
柱
」
が
、
夜
は
「
火
の
柱
」
が
導
い
た
と
す
る
一

節
（
第
一
三
章
・
第
二
一
―
二
二
節
）
や
、
モ
ー
セ
が
シ
ナ
イ
山
に
登
っ
て
神

か
ら
十
戒
を
授
か
る
際
に
、「
民
は
遠
く
離
れ
て
立
ち
、
モ
ー
セ
だ
け
が
神
の

お
ら
れ
る
密
雲
に
近
づ
い
て
行
っ
た
」
と
す
る
記
述
（
第
二
〇
章
・
第
二
一
節
）

な
ど
を
挙
げ
て
い
る

 （
85
）。

ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
も
ま
た
、
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
リ
ッ
ピ
の

「
受
胎
告
知
」（
一
四
四
〇
年
頃
）
を
取
り
上
げ
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
マ
リ
ア

に
「
聖
霊
が
あ
な
た
に
降
り
、
い
と
高
き
方
の
力
が
あ
な
た
を
包
む
」
と
告
げ

る
情
景
（「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」、
第
一
章
・
第
二
六
―
三
八
節
）
の
描
写
に

あ
っ
て
、
天
使
か
ら
マ
リ
ア
に
向
か
っ
て
伸
び
る
影
に
、
神
性
が
人
間
の
身
体

に
宿
る
「
受
肉
」
の
象
徴
を
読
み
取
っ
て
い
る

 （
86
）。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
影
に
よ

る
神
聖
さ
の
具
象
化
は
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
埒
内
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
マ
ヤ
文
明
の
都
市
と
し
て
10
世
紀
頃
に
栄
え
た
チ
チ
ェ
ン
・
イ
ツ
ァ

の
「
エ
ル
・
カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
」（
別
名
「
ク
ク
ル
カ
ン
神
殿
」。
ク
ク
ル
カ
ン
と

は
羽
毛
が
生
え
た
蛇
の
姿
を
し
た
豊
饒
神
の
こ
と
）
で
は
、
春
分
の
日
と
秋
分

の
日
の
年
二
回
、
沈
む
太
陽
が
正
面
階
段
の
側
壁
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
各
段
の
影
を

投
げ
か
け
、
そ
れ
が
う
ね
う
ね
と
伸
び
る
ク
ク
ル
カ
ン
の
胴
体
を
形
作
っ
て
、

最
下
部
に
据
え
ら
れ
た
頭
部
の
彫
刻
と
つ
な
が
る
〝
降
臨
〞（hierophany
）

の
現
象
が
起
こ
り
、
特
に
春
分
の
そ
れ
は
農
作
業
の
始
ま
り
（
焼
き
畑
を
行
う

時
期
）
を
告
げ
る

 （
87
）〔

図
13
〕。
あ
る
い
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
京
都
の
仁
和

寺
に
伝
わ
る
「
僧
形
八
幡
神
影
向
図
」（
鎌
倉
時
代
後
期
）
は
、
僧
侶
の
姿
で

「
影よ

う
ご
う向

し
た
」、
す
な
わ
ち
仮
の
姿
で
現
れ
た
八
幡
神
を
二
人
の
貴
人
が
跪
坐
し

て
拝
す
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
が
、
彼
ら
の
前
の
壁
に
は
神
の
本
体
と
覚
し
き

人ひ
と
が
た形

の
影
が
浮
か
ん
で
い
る

 （
88
）〔

図
14
〕。
こ
れ
ら
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
影
は

古
来
か
ら
し
ば
し
ば
神
性
の
顕
現
と
結
び
つ
き
、
ま
た
先
に
触
れ
た
『
漢
書
』

の
反
魂
香
の
逸
話
が
示
す
よ
う
に
、
死
者
の
蘇
り
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

ち
な
み
に
、
反
魂
香
の
故
事
は
、
近
松
の
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』
の
中
之
巻
に

お
い
て
、
死
ん
だ
遊
女
の
み
や
が
、
愛
す
る
元
信
と
再
会
し
て
仮
初
め
の
夫
婦

暮
ら
し
を
す
る
く
だ
り
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
彼
女
の
姿
が
五

輪
塔
の
影
と
な
っ
て
障
子
に
映
る
こ
と
で
も
は
や
こ
の
世
の
人
で
な
い
こ
と
が

明
か
さ
れ
る

 （
89
）。

ま
た
、
先
に
触
れ
た
『
一
谷
嫩
軍
記
』
の
「
熊
谷
陣
屋
」
の
段

で
も
、
平
敦
盛
の
影
が
現
れ
る
場
面
で
、
そ
の
母
で
あ
る
藤
の
方
が
思
わ
ず
障

子
に
駆
け
寄
ろ
う
と
す
る
の
を
、
熊
谷
直
実
の
妻
、
相
模
が
、
反
魂
香
が
蘇
ら

せ
る
故
人
の
面
影
の
儚
さ
を
説
い
て
そ
れ
を
引
き
留
め
よ
う
と
す
る

 （
90
）。

こ
の
よ

う
に
、
神
で
あ
れ
死
者
で
あ
れ
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
も
の
と
影
の
形
象
を
結
び

つ
け
る
発
想
は
、
時
代
や
文
化
圏
の
違
い
を
越
え
て
、
人
間
の
想
像
力
を
支
え

る
あ
る
種
の
基
層
に
根
ざ
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
検
討
し
た

い
の
は
、
そ
う
し
た
想
念
自
体
の
普
遍
性
を
吟
味
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
、
そ
れ
が
い
か
に
映
画
と
遭
遇
し
、
い
か
な
る
意
匠
と
様
態
の
も
と
に
、

特
色
あ
る
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
を
生
み
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
不
気
味
な
も

の
」
の
介
入
と
し
て
の
影
の
系
譜
を
離
れ
て
、
映
画
的
表
象
の
支ド

ミ
ナ
ン
ト

配
的
な
制
度

を
担
っ
て
き
た
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
当
然
な
が

ら
そ
こ
に
も
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
幾
つ
か
の
例
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
不
気

味
な
も
の
の
表
出
と
み
な
し
う
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
数
の
影
の
形
象

が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
題
材
や
ス
タ
ッ
フ
や
ス
タ
イ
ル
を
介

し
て
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
と
も
結
び
つ
く
フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
だ
け
で
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な
く
、
そ
こ
か
ら
お
よ
そ
遠
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
に
も
当
て
は

ま
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
ー
モ
ン
が
簡
略
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

 （
91
）、

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
の
西
部
劇
に
は
し
ば
し
ば
影
が
印
象
的
な
か
た
ち
で
登
場

す
る
。
す
な
わ
ち
、『
黄
色
い
リ
ボ
ン
』（
一
九
四
九
）
の
序
盤
で
は
、
退
役
を

控
え
た
騎
兵
隊
長
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
が
亡
き
妻
の
墓
前
に
跪
く
と
、
そ
の

墓
標
に
女
性
の
影
が
か
か
り
、
見
る
者
は
一
瞬
、
亡
妻
が
蘇
っ
た
姿
か
と
見
紛

う
し
〔
図
15
〕、『
捜
索
者
』（
一
九
五
六
）
の
冒
頭
で
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

 （
92
）の

襲
撃
で
家
族
を
失
っ
た
白
人
の
幼
女
に
迫
る
酋
長
ス
カ
ー
の
影
が
、
そ
れ
以

降
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
娘
と
し
て
育
つ
彼
女
の
命
運
を
予
告
し
、
さ
ら
に
『
馬

上
の
二
人
』（
一
九
六
一
）
で
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
弟
を
拉
致
さ
れ
た
ヒ
ロ

イ
ン
が
、
彼
の
持
ち
物
だ
っ
た
オ
ル
ゴ
ー
ル
に
聴
き
入
る
姿
に
父
親
の
影
が
被

さ
り
、
弟
を
思
っ
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
娘
を
父
が
優
し
く
慰
め
る
。
オ
ー
モ
ン
は

詳
述
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
例
に
あ
っ
て
は
、
影
の
現
出
が
一
瞬
、
脅
威

の
切
迫
を
印
象
づ
け
る
に
せ
よ
、
最
終
的
に
は
ま
さ
し
く
古
典
的
な
物
語
展
開

の
原
理
に
則
っ
て
、
し
か
る
べ
き
秩
序
が
回
復
さ
れ
る
。
実
際
、『
黄
色
い
リ

ボ
ン
』
で
は
直
ち
に
く
だ
ん
の
影
が
砦
に
暮
ら
す
司
令
官
の
姪
の
そ
れ
と
わ
か

り
、
ウ
ェ
イ
ン
は
彼
女
と
不
器
用
な
青
年
士
官
と
の
恋
の
成
り
ゆ
き
を
含
む
、

砦
と
守
備
隊
に
降
り
か
か
る
幾
多
の
難
題
を
克
服
し
て
、
結
局
、
退
役
（
そ
れ

は
軍
人
と
し
て
の
死
を
意
味
す
る
）
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、『
捜
索
者
』

で
は
拉
致
さ
れ
た
娘
が
こ
れ
も
ウ
ェ
イ
ン
の
執
念
に
よ
っ
て
（
抱
き
上
げ
た
娘

に
彼
が
告
げ
る
「
家レ

ッ
ツ
・
ゴ
ー
・
ホ
ー
ム

に
帰
ろ
う
」
の
言
葉
と
と
も
に
）
遂
に
白
人
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
奪
還
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
馬
上
の
二
人
』
で
も
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
弟
を
失

う
も
の
の
、
最
後
に
は
彼
女
を
励
ま
し
て
き
た
陸
軍
士
官
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
と
結
ば
れ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
拉
致
さ
れ
た
こ
と
で
人
々
か
ら

蔑
ま
れ
て
い
た
い
ま
一
人
の
女
性
も
、
彼
女
を
支
え
続
け
た
保
安
官
の
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
と
と
も
に
新
た
な
生
活
へ
と
旅
立
つ
。
ま
さ
に
古
典
的

ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
け
る
想
像
力
の
基
底
と
し
て
レ
ー
モ
ン
・
ベ
ル
ー
ル
が

明
ら
か
に
し
た
「
象
徴
的
閉
塞
」
の
力
学
が
端
的
に
成
就
さ
れ
る
観
が
あ
る
。

あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
趣
き
の
異
な
る
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ハ
ワ
ー
ド
・
ホ
ー

ク
ス
の
『
赤
ち
ゃ
ん
教
育
』（
一
九
三
八
）
の
中
で
、
奇
矯
な
令
嬢
の
キ
ャ
サ

リ
ン
・
ヘ
プ
バ
ー
ン
に
翻
弄
さ
れ
る
考
古
学
者
の
ケ
ー
リ
ー
・
グ
ラ
ン
ト
が
、

シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
い
る
間
に
勝
手
に
衣
服
を
洗
濯
屋
に
出
さ
れ
、
や
む
な
く

彼
女
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
を
着
る
は
め
に
な
る
場
面
で
、
そ
れ
を
身
に
纏
う
さ
ま
が

バ
ス
ル
ー
ム
の
壁
に
映
る
影
と
し
て
示
さ
れ
る
。
男
性
に
女
性
の
装
い
を
強
い

る
撹
乱
の
契
機
を
含
み
つ
つ
も
、
作
品
全
体
と
し
て
は
幾
多
の
紆
余
曲
折
を
経

な
が
ら
実
直
な
考
古
学
者
が
令
嬢
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
も
「
象
徴
的
閉
塞
」
の
プ
ロ
セ
ス
が

―
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
作
品
で
そ
の

最
も
明
瞭
な
担
い
手
と
な
る
ケ
ー
リ
ー
・
グ
ラ
ン
ト
の
身
体
に
託
し
て

―
成

立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら

の
事
例
に
お
い
て
、
生
死
や
、
民
族
や
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
境
界
の
不
安

定
性
を
示
唆
す
る
要
因
と
し
て
影
の
形
象
を
介
在
さ
せ
、
な
お
か
つ
、
最
終
的

に
は
支
配
的
な
極
、
す
な
わ
ち
死
に
対
す
る
生
の
、
他
民
族
に
対
す
る
白
人
の
、

女
性
に
対
す
る
男
性
の
、
優
位
を
回
復
す
る
か
の
よ
う
な
図
式
が
踏
襲
さ
れ
る

中
で
、
何
ゆ
え
に
あ
え
て
影
の
形
象
が
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
う
し
た
支
配
の
構
図
そ
の
も
の
が
根
拠
を
欠
い
た
幻
影
に
す
ぎ
な
い
か

ら
と
い
う
、
政
治
的
適
正
さ
に
還
元
す
る
説
明
も
あ
り
得
よ
う
が
、
こ
こ
で
は

映
画
的
表
象
作
用
の
基
本
的
な
性
格
を
改
め
て
顧
み
つ
つ
、
影
を
用
い
た
意
匠

が
選
ば
れ
る
こ
と
の
意
義
を
い
ま
少
し
探
究
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
影
絵
遊
び
や
影
絵
芝
居
に
お
い
て
は
、
影
を
操
る
者

の
介
在
は
明
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
隠
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
「
影
踏

み
」
の
遊
び
で
は
、
自
然
現
象
と
し
て
の
影
と
そ
れ
を
利
用
す
る
意
図
的
行
為

と
が
一
体
化
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
実
に
い
と
な
ま
れ
る
影
と
の
遊
戯
＝

演
戯
に
は
、
必
ず
や
何
ら
か
の
人
為
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
電
気
仕
掛
け
の
影
絵
た
る
映
画
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
見
世
物

の
存
立
に

―
企
画
か
ら
製
作
を
経
て
興
行
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
段
階

で
、
ま
た
世
界
観
や
芸
術
観
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
創
作
理
念
を
通
じ
て

―
必

ず
や
人
の
営
為
が
介
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
は
し
ば
し
ば
、
人
間
が
関
与
し
な
い
、
ま
っ
た
く
新
し
い
創
造
原
理

を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
既
に
述
べ
た

よ
う
な
、
映
画
に
影
の
形
象
が
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
や
、
映
画
的
虚
構
に
不

可
欠
な
存
在
と
不
在
の
、
ま
た
現
在
と
過
去
の
両
義
性
に
加
え
て
、
映
画
媒
体

そ
の
も
の
の
存
立
に
ま
つ
わ
る
両
義
性
が
、
す
な
わ
ち
、
人
為
の
産
物
で
あ
り

な
が
ら
そ
の
こ
と
が
否
認
さ
れ
る
と
い
う
特
性
が
、
さ
ら
な
る
重
層
的
要
因
と

し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
実
際
、
一
九
二
〇
年
代
の
前
衛
映
画
お
よ
び
前

衛
映
画
理
論
に
お
い
て
は
、
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ー
論
や
ヴ
ェ

ル
ト
フ
の
「
映キ

ノ
＝
グ
ラ
ー
ス

画
眼
」
の
主
張
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
機
械
の
眼
」
た
る

キ
ャ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
が
、
不
完
全
な
人
間
の
眼
で
は
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
新
た
な
世
界
の
相
貌
を
開
示
し
、
そ
れ
が
旧
来
の
世
界
観
を
打
破
す
る
と
い

う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
提
唱
さ
れ
、
か
つ
実
践
さ
れ
た
。
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
の
映
画

理
論
に
異
を
唱
え
た
バ
ザ
ン
も
ま
た
、
写
真
映
像
は
事
物
の
現
実
性
を
そ
の
複

製
に
転
移
さ
せ
る
と
訴
え
、
サ
イ
レ
ン
ト
期
に
志
向
さ
れ
た
よ
う
な
現
実
の

変
換
で
は
な
く
、
人
の
手
を
介
さ
な
い
レ
ン
ズ
に
よ
る
徹
底
し
た
再
現
こ
そ

が
、
人
間
に
ま
つ
わ
る
慣
習
や
先
入
観
を
排
し
て
、
曖
昧
さ
を
本
質
と
す
る
現

実
を
「
客
観
的
に
」
と
ら
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、

ア
ル
ベ
ー
ル
・
ラ
フ
ェ
は
そ
の
慧
眼
に
富
ん
だ
著
書
『
映
画
の
論
理
』
の
中

で
、
映
画
的
世
界
の
構
築
を
統
括
す
る
契
機
と
し
て
「
大
い
な
る
イ
メ
ー
ジ
師
」

（grand im
agier

）
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
単
に
映
画

作
品
は
一
人
の
作
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
実
態
の
指
摘

に
と
ど
ま
ら
ず
、
映
画
的
表
象
の
担
い
手
を
特
定
の
経
験
的
人
格
に
還
元
す
る

こ
と
へ
の
批
判
を
内
在
さ
せ
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
大
い
な
る
イ
メ
ー
ジ

師
」
と
は
、「
監
督
で
も
な
け
れ
ば
他
の
ス
タ
ッ
フ
の
誰
で
も
な
く
、
彼
ら
が

共
同
で
生
み
出
し
た
架
空
で
不
可
視
の
人
物
な
の
で
あ
り
、
そ
の
人
物
は
隠
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
私
た
ち
の
た
め
に
ア
ル
バ
ム
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
、
あ
れ
こ

れ
の
細
部
を
さ
り
げ
な
く
指
さ
し
て
私
た
ち
の
注
意
を
導
き
、
し
か
る
べ
き
時

に
必
要
な
情
報
を
そ
っ
と
差
し
出
し
、
な
か
ん
ず
く
映
像
の
進
行
に
リ
ズ
ム
を

与
え
る （

93
）」

の
で
あ
る
。「
人
物
」（personnage

）
と
い
う
語
彙
は
用
い
て
い

る
も
の
の
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
「
架
空
で
不
可
視
」
と
い
う
形
容
が
示
唆
す
る

通
り
、
ラ
フ
ェ
の
関
心
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
物ナ

ラ
ト
ロ
ジ
ー

語
論
の
理
論
構
築
に
お
い
て
、

経
験
的
な
作
者
や
読
者
と
は
区
別
し
て
、
物
語
が
生
産
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
概

念
的
な
境
域
を
「
物
語
の
具
現
域
」（instance narrative

）
と
し
て
措
定
し

た
の
と
同
じ
く

 （
94
）、

映
画
的
表
象
作
用
の
全
体
を
司
る
、
た
だ
し
人
格
と
は
別
の

0

0

0

0

0

0

契
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
の
遺
著
『
非
人
格
の
言
表
作
用
、
あ
る
い
は
映

画
の
場 （

95
）』

も
、
こ
う
し
た
映
画
理
論
史
の
系
譜
と
奇
し
く
も
符
合
す
る
も
の

で
あ
る
。
彼
も
ま
た
、
ラ
フ
ェ
の
考
察
に
言
及
し
つ
つ
、
た
だ
し
基
本
的
に

は
語プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

用
論
と
物
語
論
の
方
法
に
依
拠
し
て
、
映
画
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
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ン
は
、
特
定
の
「
人
格
」（personne

）
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
「
非
人
格
的

な
」（im

personnel

）
言
表
作
用
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ
・
カ
ゼ
ッ
テ
ィ
が
試
み
た
よ
う
に

 （
96
）、

映
画
的
言
表
作
用
を
言
語

に
お
け
る
指デ

イ
ク
シ
ス

呼
作
用
に
な
ぞ
ら
え
て
分
類
す
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ

―
例

え
ば
指デ

イ
ク
テ
ィ
ッ
ク

呼
詞
の
一
種
で
あ
る
人
称
代
名
詞
（pronom

 personnel

）
を
用
い

て
、
キ
ャ
メ
ラ
へ
の
視
線
を
「
私
（
言
表
発
信
者
）
と
彼
（
登
場
人
物
）
が
あ

な
た
（
言
表
受
信
者
）
を
見
る
」
と
解
す
る
類
の

―
を
批
判
す
る
。
メ
ッ
ツ

に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
言
語
学
に
お
け
る
言
表
作
用
の
研
究
は
、
バ
ン
ヴ
ェ

ニ
ス
ト
の
論
考
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
言
表
を
挟
ん
で
そ
れ
を
発
信
し
、
受

信
す
る
人
間
主
体
の
関
与
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
映
画

の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
局
面
に
お
い
て
「
発
信
者
」
は
不
在
で
あ

り
、
よ
っ
て
発
信
者
と
受
信
者
の
発
話
の
可
逆
性
も
成
立
し
な
い
。
そ
こ
で
観

客
に
提
供
さ
れ
る
の
は
機
械
的
手
段
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
刻
ま
れ
た
言
表
作

用
の
痕
跡
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
痕
跡
が
言
表
作
用
そ
の
も
の
を
顕

在
化
さ
せ
る
の
は
、
言
語
に
お
け
る
よ
う
に
人
称
や
空
間
や
時
間
に
関
わ
る

「
指デ

イ
ク
テ
ィ
ッ
ク

呼
的
」
な
指
標
（「
私
＝
こ
こ
＝
い
ま
」
の
よ
う
な
）
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、「
再レ

フ
レ
ク
シ
フ

帰
的
」
な
構
成
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
の
が
メ
ッ
ツ
の
主
張
の
骨

子
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
展
望
の
も
と
で
、
画
面
内
や
画
面
外
か
ら
の
呼
び
か

け
、
視
点
シ
ョ
ッ
ト
や
キ
ャ
メ
ラ
へ
の
視
線
、
鏡
や
映
画
中
映
画
な
ど
の
形
象

が
豊
富
な
具
体
例
に
そ
っ
て
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
メ
ッ
ツ
の
そ
う
し
た

取
り
組
み
は
、
第
一
期
の
映
画
記
号
学
に
お
い
て
言
語
学
的
な
見
地
か
ら
映
画

的
意
味
作
用
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
第
二
期
に
お
い
て
精
神
分
析
学

的
な
見
地
か
ら
映
画
体
験
の
根
幹
を
な
す
「
信
憑
の
体
制
」
を
解
明
し
た
彼
が
、

そ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
統
合
し
、
さ
ら
に
は
新
た
な
地
平
に
踏
み
出
す
こ
と

を
目
論
ん
だ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

 （
97
）。

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
の
問
題
の
核
心
は
、
サ
イ
レ
ン
ト
期
か
ら
現
代
に
至
る

ま
で
の
映
画
理
論
の
流
れ
に
お
い
て
、
映
画
の
存
立
か
ら
人
間
の
関
与
を
排
す

る
よ
う
な
考
え
方
が
し
ば
し
ば
そ
の
基
盤
に
据
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ

り
、
な
る
ほ
ど
前
述
し
た
よ
う
に
、
物
語
論
の
理
論
構
築
に
お
い
て
も
経
験
的

な
作
者
や
読
者
で
は
な
く
、
物
語
の
具
現
域
と
い
う
概
念
上
の
場
が
考
察
さ
れ

た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
文
学
作
品
の
場
合
に
は
概
ね
経
験
的
な
作
者
が

特
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
映
画
の
場
合
に
は
ま
さ
に
そ
の
経
験
的
な
作
者
を
認

定
す
る
こ
と
が

―
明
確
な
作
家
主
義
の
立
場
を
掲
げ
る
の
で
も
な
い
限
り

―
お
よ
そ
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
こ
そ
が
、
映
画
に
現
れ
る
影

の
形
象
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現

実
の
影
絵
に
お
い
て
は
誰
か

0

0

が
影
を
操
っ
て
い
る
が
、
映
画
に
お
い
て
イ
メ
ー

ジ
を
操
っ
て
い
る
の
は
誰
で
も
な
い

0

0

0

0

0

、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
実
の
人
で
す
ら
な
い

あ
る
不
可
知
の
契
機
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
ど
こ
へ
私
た
ち

を
導
い
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
探
る
手
が
か
り
と
し
て
、
あ
る
Ｓ
Ｆ
映
画
の
一
場
面
を
想

起
し
て
み
よ
う
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
の
『
未
知
と
の
遭
遇
』

（
一
九
七
七
）
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
秘
密
基
地
に
巨
大
な
Ｕ
Ｆ
Ｏ
母
船
が

降
下
し
て
き
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
演
じ
る
フ
ラ
ン
ス
人
科
学
者

を
は
じ
め
、
一
同
を
圧
倒
す
る
く
だ
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
畏
怖

の
眼
差
し
で
見
上
げ
る
人
々
を
母
船
の
影
が
ゆ
っ
く
り
と
覆
っ
て
ゆ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で

あ
る
が
〔
図
16
〕、
考
え
て
み
れ
ば
こ
れ
は
物
理
的
に
あ
り
得
な
い
光
景
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
母
船
は
当
然
な
が
ら
基
地
の
照
明
灯
よ
り
も
高
い
位
置
に

浮
か
ん
で
お
り
、
し
か
も
そ
の
全
体
か
ら
眩
い
光
を
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
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ら
、
そ
の
〝
影
〞
が
地
上
に
落
ち
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
う
し
た
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
余
地
な
く
、
こ
の
情
景
が
見
る
者
を
魅
了

す
る
の
は
、
地
球
外
の
（extra-terrestrial

）、
か
つ
常
軌
を
越
え
た
（extra-

ordinary
）
も
の
の
顕
現
が
、
光
り
輝
く
装
置
が
投
げ
か
け
る
不
合
理
な
影
を

介
し
て
、
ま
さ
に
先
に
触
れ
た
リ
ッ
ピ
の
「
受
胎
告
知
」
と
同
じ
く
、「
い
と

高
き
方
の
力
が
あ
な
た
を
包
む
」
さ
ま
と
し
て
鮮
や
か
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
思
え
ば
、
先
に
述
べ
た
『
マ
ッ
ケ
ン
ナ
の
黄
金
』
の
例
も
、

太
陽
と
巨
大
な
岩
柱
が
作
る
影
と
い
う
人
為
な
ら
ざ
る
現
象
に
対
し
て
、
映
画

的
な
詐
術
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
地
球
外
知

的
生
命
体
の
降
臨
、
神
か
ら
の
告
知
、
太
陽
と
大
自
然
に
よ
る
秘
密
の
開
示

―
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
人
間
存
在
を
超
え
た
「
い
と
高
き
方
の
力
」
を
、
光

と
影
の
わ
ざ
に
よ
っ
て
現
出
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
光
景
は
も
は
や
、
抑
圧

さ
れ
た
近
代
的
自
我
の
思
い
が
け
な
い
露
呈
た
る
「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て

で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
人
の
い
と
な
み
を
超
越
す
る
、
真
に
「
異い

な
る
も
の
」

と
し
て
生
起
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
影
と
神
性
を
結

び
つ
け
る
発
想
は
古
く
か
ら
あ
る
が
、
最
後
に
、
映
画
に
お
い
て
そ
れ
が
い
か

な
る
様
相
を
呈
し
、
い
か
な
る
意
義
を
担
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら

に
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

恩
寵
と
自
己
反
省

―
映
画
と
そ
の
影

ロ
ベ
ー
ル
・
ブ
レ
ッ
ソ
ン
の
『
田
舎
司
祭
の
日
記
』（
一
九
五
一
）
の
結
末

に
は
あ
る
特
異
な
し
る
し

0

0

0

が
現
れ
る
。
主
人
公
の
青
年
司
祭
の
訃
報
が
、
彼
の

神
学
校
時
代
の
友
人
が
送
っ
た
手
紙
に
よ
り
、
故
人
が
生
前
に
師
と
仰
い
だ
年

配
の
司
祭
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
頑
な
な
ま
で
に
清
貧
の
生
活
に
徹
し
、

遂
に
病
に
倒
れ
た
主
人
公
の
最
期
の
様
子
が
差
出
人
の
声
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、

今
は
聖
職
を
離
れ
た
そ
の
友
人
が
、
臨
終
に
際
し
て
の
秘
跡
を
授
け
ら
れ
な
い

こ
と
を
憂
え
た
の
に
対
し
て
、
主
人
公
が
い
ま
わ
の
際
に
発
し
た
言
葉
が
伝
え

ら
れ
る

―
「
そ
ん
な
こ
と
は
構
わ
な
い
。
す
べ
て
は
恩
寵
だ
」（« Q

u ’est-ce 
que cela fait ? T

out est grâce. »

）。
そ
の
間
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
、
ほ
の

明
る
い
無
地
の
画
面
を
背
景
と
し
て
、
黒
い
十
字
架
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ

る
〔
図
17
〕。

こ
の
あ
ま
り
に
名
高
い
幕
切
れ
の
光
景
を
め
ぐ
っ
て
、
バ
ザ
ン
は
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。

こ
う
し
て
映イ

メ
ー
ジ像

と
文テ

ク
ス
ト章

の
関
係
は
、
終
盤
に
向
け
て
後
者
の
優
位
の
内

に
進
展
し
て
ゆ
き
、
結
末
の
場
面
で
は
、
抗
い
え
ぬ
論
理
に
命
じ
ら
れ
る

ま
ま
、
ま
っ
た
く
当
然
の
ご
と
く
映
像
は
ス
ク
リ
ー
ン
か
ら
姿
を
消
し
て

し
ま
う
。
ブ
レ
ッ
ソ
ン
が
到
達
し
た
地
点
に
あ
っ
て
は
、
映
像
は
消
え
去

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
さ
ら
に
多
く
を
語
れ
る
の
だ
。
観
客
は
徐
々
に

こ
の
感
覚
の
闇
へ
と
導
か
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
の
唯
一
可
能
な
表
現
は

白
い
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
光
だ
け
だ
。
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
を
装
う
か
の
よ
う

な
こ
の
作
品
の
緻
密
な
リ
ア
リ
ズ
ム
が
め
ざ
し
て
い
た
の
は
ま
さ
に
そ
の

こ
と
、
す
な
わ
ち
映
像
を
消
し
去
り
、
小
説
の
文
章
だ
け
に
席
を
譲
る
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は

反
駁
不
能
な
美
学
的
明
証
性
を
も
っ
て
、
純
粋
映
画
の
究
極
の
成
功
を
経

験
す
る
。
マ
ラ
ル
メ
の
白
い
頁
や
ラ
ン
ボ
ー
の
沈
黙
が
言
語
の
至
高
の
状

態
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
映
像
を
取
り
除
か
れ
、
文
学
に
引
き
渡
さ

れ
た
ス
ク
リ
ー
ン
が
、
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
勝
利
を
示
し
て
い
る
の
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図 13　  ククルカンの降臨（「コズミックフロント 太陽の民マヤ～いま明かされ
る驚異の暦～」、NHK-BSプレミアム、2011年 7月 5日放送より）

図 15　『黄色いリボン』

図 14　  「僧形八幡神影向図」 
（京都・仁和寺蔵）
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図 16　『未知との遭遇』

図 17　『田舎司祭の日記』

図 18　『田舎司祭の日記』（左右とも）
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だ
。
白
い
ス
ク
リ
ー
ン
に
浮
か
び
上
が
る
黒
い
十
字
架
は
、
死
亡
通
知
状

に
記
さ
れ
た
そ
れ
の
よ
う
に
不
調
法
に
、
映
像
が
昇
天
し
た
後
に
残
さ
れ

た
唯
一
の
目
に
見
え
る
痕
跡
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
映
像
の
現レ

ア
リ
テ

実
性

な
る
も
の
が
そ
の
しシ

ー
ニ
ュ

る
し
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う
な
何
ご
と
か
を
立
証
し

て
い
る
の
だ

 （
98
）。

こ
の
バ
ザ
ン
の
論
評
は
、
そ
れ
が
語
っ
て
い
る
光
景
そ
の
も
の
と
並
ぶ
ほ
ど

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
い
さ
さ
か
の
疑
問
が
湧
い
て

く
る
。
も
と
も
と
サ
イ
レ
ン
ト
期
の
「
純
粋
映
画
」
の
理
念
を
退
け
て
い
た
は

ず
の
バ
ザ
ン
が
（
彼
は
わ
ざ
わ
ざ
「
不
純
な
映
画
の
た
め
に
」
文
学
作
品
の
映

画
化
を
擁
護
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

 （
99
））、

映
像
が
消
失
し
て
文
章
の
み
が
残

る
事
態
を
「
純
粋
映
画
の
究
極
の
成
功
」
と
し
て
讃
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
さ
ら

に
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
彼
に
と
っ
て
は
写
真
映
像
が
自
ら
の
内
に

現
実
を
転
移
さ
せ
る
こ
と
が
、
映
画
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
存
在
論
的
基
盤

を
な
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
映
像
の
消
失
と
言
語
の
顕
現
が
、「
映
像
の
現

実
性
な
る
も
の
が
そ
の
し
る
し
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う
な
何
ご
と
か
を
立
証
」

し
、
そ
の
こ
と
で
「
映
画
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
勝
利
」
が
達
成
さ
れ
る
と
評
す
る

こ
と
は
、
い
か
な
る
論
旨
の
も
と
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
は
、

バ
ザ
ン
自
身
が
一
応
の
答
を
用
意
し
て
い
る

 （
100
）。

曰
く
、
ブ
レ
ッ
ソ
ン
は
映
像
が

と
ら
え
る
現レ

ア
リ
テ実

と
「
書
か
れ
た
現
実
」
と
い
う
二
つ
の
現
実
に
立
ち
向
か
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
人
物
や
背
景
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ベ
ル
ナ
ノ

ス
の
原
作
小
説
を
徹
底
し
て
尊
重
す
る
。
彼
に
と
っ
て
、「
そ
れ
は
生き

の
ま
ま

の
事
実
、
与
え
ら
れ
た
現
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
状
況
に
合
わ
せ
た
り
、
目
先

の
都
合
で
変
え
た
り
し
て
は
な
ら
ず
、
反
対
に
、
あ
り
の
ま
ま
に
堅
持
す
べ
き

も
の
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
物
た
ち
は
文
学
的
な
情
趣
を
湛
え
た
台

詞
を
口
に
し
、
そ
れ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
対
極
の
芸
術
的
な
様
式
化
と
み
な
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
こ
こ
で
の
「
現
実
」
と
は
、
文テ

ク
ス
ト章

の
倫
理
的
ま
た

は
理
知
的
な
描
写
内
容
な
ど
で
は
な
く
、
文
章
そ
の
も
の
、
よ
り
正
確
に
は
そ

の
文ス

テ
ィ
ル体

」
な
の
で
あ
っ
て
、「
原
作
に
伴
う
こ
う
し
た
二
次
的
な
現
実
と
、
キ
ャ

メ
ラ
が
直
接
と
ら
え
る
そ
れ
と
は
、
互
い
に
継
ぎ
合
わ
さ
れ
も
、
引
き
伸
ば
さ

れ
も
、
混
ぜ
合
わ
さ
れ
も
し
な
い
。
反
対
に
、
そ
れ
ら
が
接
近
す
る
こ
と
自
体

が
、
各
々
の
本
質
の
異
質
性
を
強
調
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
バ
ザ
ン

は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る

―
「
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
競
合
し
、
対
峙
す
る
二

種
類
の
事
象
の
間
の
存
在
論
的
な
不
一
致
が
、
両
者
に
共
通
す
る
唯
一
の
尺
度

で
あ
る
魂
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
こ
と
を
語
り
、
そ
の
表
現
や

素
材
や
ス
タ
イ
ル
が
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
演
者
と
文
章
、
言
葉
と
表
情
を

特
に
区
別
し
な
い
姿
勢
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
間
に
深
い
共
謀

関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
の
何
よ
り
の
証
左
だ
。
唇
が
発
し
え
な
い
こ
の

言
葉
は
、
畢
竟
、
魂
の
言
葉
で
あ
る
に
違
い
な
い
」。「
魂
」
な
ど
と
い
う
、
い

か
に
も
バ
ザ
ン
ら
し
い
観
念
論
的
＝
超
越
論
的
な
言
辞
を
用
い
て
、
映
画
の
存

在
論
的
な
基
盤
を
、
写
真
映
像
が
再
現
す
る
現
実
と
、
言
語
が
文
体
と
し
て
生

成
す
る
現
実
と
の
不
一
致
に
求
め
る
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
ら
の
「
現
実
」

が
具
体
的
に
い
か
な
る
表
現
を
繰
り
広
げ
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
根
底
か
ら
支
え

る
「
魂
」
に
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
の
「
し
る
し
」
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す

こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
あ
の
結
末
の
場
面
に
現
れ
る
黒
い
十
字
架
こ
そ

は
、「
す
べ
て
は
恩
寵
だ
」
と
い
う
司
祭
の
（
唇
が
発
す
る
）
言
葉
を
も
超
え

て
、
そ
う
し
た
魂
を
指
し
示
す
し
る
し

0

0

0

と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し

て
も
、
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
バ
ザ
ン
の
論
述
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
あ
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り
、
そ
の
「
魂
」
な
る
も
の
の
実
相
を
把
握
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
困
難
で
あ
る
。

い
ま
少
し
映
画
の
「
テ
ク
ス
ト
」
に
即
し
て
、
あ
の
十
字
架
へ
と
連
な
る
「
恩

寵
」
の
視
覚
的
な
様
相
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
作
品
の
全
体
を
通
じ
て
、
十
字
架
の

形
象
が
司
祭
の
背
後
に
繰
り
返
し
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
冒
頭
近
く
で
、
司
祭
の
居
室
の
壁
に
掛
け
ら
れ
た
黒
い
十
字
架
が
窓
越
し

に
と
ら
え
ら
れ
て
以
来
、
そ
れ
は
時
に
部
屋
の
奥
に
小
さ
く
、
時
に
司
祭
の
傍

ら
に
や
や
大
き
く
、
姿
を
現
し
、
さ
ら
に
は
窓
枠
の
格
子
ま
で
も
が
壁
に
十
字

形
の
影
を
投
げ
か
け
る
こ
と
も
あ
る
〔
図
18
〕。
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
物
語
世

界
の
要
素
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
次
元
を
超
え
て
、
十
字
の
形
象
そ
れ
自
体
を

画
面
に
刻
み
付
け
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
作
品
の
随
所
で
、
夜

の
闇
と
ラ
ン
プ
の
光
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

例
え
ば
、
村
に
着
任
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
果
た
し
て
自
ら
の
使
命
を
ま
っ
と

う
で
き
る
の
か
と
司
祭
が
懊
悩
し
、「
私
の
後
ろ
に
は
何
も
な
く
、
私
の
前
に

は
壁
が
、
黒
い
壁
が
あ
っ
た
」
と
つ
ぶ
や
い
た
後
、
階
段
を
降
り
な
が
ら
ラ

ン
プ
の
光
を
吹
き
消
し
て
、「
神
は
私
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
に
違
い
な

い
」
と
絶
望
す
る
く
だ
り
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
を
覆
う
闇
の
情
景
が
、
大
詰

め
で
、
道
に
倒
れ
て
瀕
死
の
状
態
で
い
る
と
こ
ろ
を
少
女
セ
ラ
フ
ィ
タ
に
見
つ

け
ら
れ
、
彼
女
の
か
ざ
す
ラ
ン
プ
の
光
が
司
祭
の
顔
を
明
る
く
照
ら
し
出
す
さ

ま
と
対
を
な
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
結
末
の
黒
い
十

字
架
は
、
純
然
た
る
宗
教
的
次
元
に
お
い
て
、
苦
難
の
末
に
訪
れ
た
恩
寵
と
救

済
を
象
徴
す
る
の
み
な
ら
ず
（
そ
う
し
た
象
徴
性
を
排
除
す
る
必
要
は
あ
る
ま

い
）、
同
時
に
ま
た
、
全
編
を
通
じ
て
織
り
な
さ
れ
て
き
た
十
字
の
主
題
系
や
、

光
と
陰
の
相
克
の
プ
ロ
セ
ス
の
末
に
立
ち
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
も

は
や
、
そ
の
黒
い
形
象
が
十
字
架
本
体
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
影
な
の
か
、

は
た
ま
た
十
字
の
図
形
な
の
か
さ
え
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

先
の
バ
ザ
ン
の
評
言
を
と
ら
え
直
す
な
ら
ば
、
そ
こ
で
説
か
れ
て
い
た
の
は
、

映
画
的
表
象
が
、
映
像
の
現
実
と
言
葉
の
そ
れ
と
の
競
合
と
不
一
致
に
よ
り
、

彼
が
想
定
す
る
本
質
（「
魂
」）
の
記シ

ー
ニ
ュ号

を
な
す
限
り
に
お
い
て
、
自
ら
の
機
能

様
態
に
対
す
る
反
省
的
な
契
機
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
現
実
を
転
移
す
る
映
像
が
消
失
し
、
現
実
と
し
て
の
文
体
の

み
が
残
る
中
で
、
光
と
影
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
被
写
体
と
し
て
の
十
字
架
も

ま
た
後
退
し
、
光
と
影
の
交
わ
り
そ
の
も
の
で
あ
る
十
字
形
が
映
画
的
表
象
の

真
実
と
し
て
前
面
化
さ
れ
る
こ
と

―
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
、
こ
こ

で
讃
え
ら
れ
る
「
純
粋
映
画
の
究
極
の
成
功
」
で
あ
り
、「
映
画
的
リ
ア
リ
ズ

ム
の
勝
利
」
な
の
で
は
な
い
か
。
映
画
的
表
象
の
根
拠
を
現
実
の
曖
昧
さ
の
再

現
に
求
め
た
こ
と
で
観
念
論
的
＝
超
越
論
的
と
み
な
さ
れ
る
バ
ザ
ン
の
理
論
で

あ
る
が
、
か
つ
て
別
の
場
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に

 （
101
）、

そ
の
論
考
の
内
に
は
意

外
な
か
た
ち
で
映
画
的
意
味
作
用
に
対
す
る
自
己
反
省
の
契
機
が
見
出
さ
れ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
読
解
も
あ
な
が
ち
見
当
違
い
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
挙
げ
た
『
キ
ン
グ
・
オ
ブ
・
キ
ン
グ
ス
』
の
ラ
ス
ト
シ
ー

ン
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
十
字
架
の
み
な
ら
ず
、
十
字
の
形
象
が
キ
リ

ス
ト
教
の
説
く
福
音
や
恩
寵
の
象
徴
と
し
て
映
画
に
登
場
す
る
例
は
少
な
く

な
い
。
ブ
レ
ッ
ソ
ン
と
並
ん
で
宗
教
的
見
地
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

カ
ー
ル
・
ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
作
品
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
『
裁
か
る
ゝ
ジ
ャ
ン
ヌ
』

（
一
九
二
八
）
の
序
盤
で
は
、
牢
獄
の
窓
の
格
子
が

―
『
田
舎
司
祭
の
日
記
』
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と
違
っ
て
こ
ち
ら
は
壁
で
は
な
く

―
床
に
十
字
形
の
影
を
落
と
し
、
ジ
ャ
ン

ヌ
は
そ
れ
を
見
て
と
る
こ
と
で
心
の
平
安
を
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
影
は
彼
女

へ
の
同
情
を
装
っ
て
罪
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
目
論
む
審
問
官
の
一
人
が
独
房
に

入
っ
て
く
る
こ
と
で
か
き
消
さ
れ

 （
102
）、

や
が
て
彼
女
が
民
衆
の
前
に
引
き
出
さ
れ

て
、
己
の
非
を
認
め
る
文
書
に
同
意
を
表
す
十
字
の
印
を
記
す
こ
と
で
、
十
字

形
は

―
傍
ら
の
建
物
の
壁
に
映
る
刑
吏
や
武
具
の
影
と
と
も
に

―
死
を
告

げ
る
予
兆
と
な
る
。
実
際
、
そ
の
後
、
彼
女
は
審
問
官
ら
に
対
し
、
命
が
惜
し

く
て
神
に
背
い
た
と
明
言
し
て
、
遂
に
処
刑
の
審
判
が
下
る
が
、
そ
の
や
り
取

り
の
間
、
傍
ら
の
壁
に
は
再
び
窓
格
子
の
十
字
形
の
影
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
ゴ
ダ
ー
ル
の
『
女
と
男
の
い
る
舗
道
』（
一
九
六
二
）
に
も
引

用
さ
れ
た
、
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
扮
す
る
青
年
修
道
士
と
の
対
話
の
場
面

―
「
そ
な
た
の
救
済
と
は
」
と
問
わ
れ
た
ジ
ャ
ン
ヌ
は
、「
死
で
す
」
と
答

え
る

―
が
示
す
通
り
、
火
刑
台
上
の
彼
女
は
、
炎
と
煙
の
中
に
、
修
道
士
が

差
し
出
す
十
字
架
を

―
こ
れ
も
灰
色
の
背
景
に
浮
か
ぶ
黒
い

―
恩
寵
の
し

る
し
と
し
て
見
届
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
『
裁
か
る
ゝ
ジ
ャ
ン
ヌ
』
に
も
ま
し
て
、
影
の
形
象
が
き
わ
め
て
鮮
烈

な
印
象
を
も
た
ら
す
ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
作
品
が
、
彼
が
同
作
に
続
け
て
フ
ラ
ン
ス

で
撮
っ
た
『
吸
血
鬼
』（
一
九
三
二
）
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
、
宿
で
寝
つ
か

れ
な
い
夜
を
過
ご
す
主
人
公
の
青
年
が
、
謎
の
老
人
の
訪
問
を
受
け
た
後
、
村

を
歩
き
回
っ
て
目
撃
す
る
一
連
の
奇
妙
な
光
景
は
独
特
の
妖
し
さ
を
帯
び
て
い

る
。
銃
を
携
え
た
義
足
の
男
の
影
が
一
人
歩
き
し
た
後
、
腰
掛
け
て
い
る
当
人

の
影
に
ぴ
た
り
と
収
ま
っ
て
し
ま
う
名
高
い
場
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
土
を
掘
る

男
の
影
は
、
放
り
投
げ
る
は
ず
の
土
塊
が
宙
を
飛
ん
で
く
る
の
を
鋤
で
受
け
止

め
、
ま
た
幾
組
も
の
男
女
の
影
が
、
楽
士
た
ち
の
影
が
奏
で
る
音
楽
に
合
わ
せ

て
幻
の
舞
踏
会
の
情
景
を
繰
り
広
げ
る
。
さ
ら
に
、
主
人
公
は
野
原
を
進
む
三

つ
の
人
影
を
追
っ
て
、
く
だ
ん
の
老
人
と
二
人
の
娘
が
暮
す
館
に
辿
り
着
き
、

彼
が
窓
か
ら
中
を
覗
い
た
刹
那
、
銃
を
構
え
た
男
の
影
が
天
井
に
浮
か
び
、
老

人
は
そ
の
凶
弾
に
倒
れ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
ー
モ
ン
が
指
摘
す
る
通
り

 （
103
）、

こ
れ

ら
一
連
の
場
面
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
時
間
や
空
間
が
逆
転
し
て
い
る
。
義
足

の
男
の
影
や
、
土
を
掘
る
男
の
影
の
光
景
に
は
動
き
を
逆
転
さ
せ
る
ト
リ
ッ
ク

が
使
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
老
人
を
撃
つ
男
の
影
は
、
そ
れ
が
義
足
の
男
の
仕
業

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
に
、
序
盤
で
川
沿
い
を
歩
く
彼
の
姿
が
水
面
に

映
っ
た
像
と
し
て
倒
立
し
て
い
た
の
と
同
じ
く
、
上
下
逆
さ
ま
で
天
井
に
映
し

出
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
オ
ー
モ
ン
は
、
幾
多
の
情
景
が
曇
っ
た
窓
越
し
に
、
時

に
ぼ
ん
や
り
し
た
反
映
と
し
て
、
時
に
霧
に
包
ま
れ
て
、
描
き
出
さ
れ
る
と
い

う
点
で
、
こ
の
作
品
は
ま
さ
に
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
が
着
想
を
得
た
シ
ェ
リ
ダ
ン
・

レ
・
フ
ァ
ニ
ュ
の
怪
奇
小
説
集
の
タ
イ
ト
ル
『
鏡
の
内
に
、
お
ぼ
ろ
げ
に
』
を

そ
の
ま
ま
具
象
化
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、「
こ
こ
で
は
す
べ
て
が
、
見
る
こ

と
は
難
し
く
、
不
確
か
な
の
で
あ
っ
て
、
見
か
け
は
本
質
的
に
人
を
惑
わ
す
と

い
う
こ
と
を
喚
起
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る （

104
）」

と
評
し
て
い
る
。『
目
に
見
え

る
も
の
の
裏
側
』
で
本
作
を
取
り
上
げ
た
ミ
ル
ネ
ー
ル
も
、「
こ
の
魅
惑
的
な

作
品
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
見
る
こ
と
を
不
安
定
化
さ
せ
る
よ
う
に
で
き
て

い
る
よ
う
だ （

105
）」

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
映
画
が
単
な
る
怪
奇
譚
と
し
て
の
吸
血

鬼
の
物
語
を
描
く
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
か
た
ち
で
見
る
こ
と
自
体
へ
の
問
い

か
け
を
提
起
す
る
、
自
己
反
省
的
な
次
元
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
挙
げ
た
数
々
の
例
に
も
ま
し
て
、
あ
る
場
面
で
の
異
様
な

影
の
横
溢
ぶ
り
が
私
た
ち
を
強
く
惹
き
つ
け
る
。
宿
を
出
た
主
人
公
が
最
初
に
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足
を
踏
み
入
れ
る
納
屋
か
工
場
跡
の
よ
う
な
廃
屋
の
場
面
が
そ
れ
で
、
先
に
述

べ
た
義
足
の
男
や
踊
る
男
女
の
影
も
こ
こ
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
注
目
す

べ
き
は
そ
の
後
で
あ
る
。
広
い
屋
内
が
俯
瞰
で
と
ら
え
ら
れ
、
最
後
に
吸
血
鬼

の
老
婆
が
戸
口
に
現
れ
て
、
跳
梁
す
る
幻
た
ち
を
一
喝
す
る
叫
び
声
を
上
げ
る

が
、
そ
の
時
、
壁
の
あ
ち
こ
ち
に
は
天
井
か
ら
吊
さ
れ
た
車
輪
や
、
鎖
や
、
さ

ま
ざ
ま
な
器
具
の
影
が
、「
何
か
お
ぞ
ま
し
い
刑
罰
の
道
具
を
思
わ
せ
る
よ
う

な （
106
）」

佇
ま
い
で
映
っ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
図
19
〕。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

そ
れ
ら
の
物
体
は
か
つ
て
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
作
業
の
名
残
で
あ
り
、
差
し

込
む
外
光
が
そ
の
影
を
投
じ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、

差
し
当
た
り
、
こ
の
不
可
思
議
な
光
景
が
物
語
世
界
に
お
い
て
動
機
づ
け
ら
れ

て
い
る
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
ん
な
詮
索
を
虚
し
く
思
わ
せ
る
ほ
ど
、

真
に
こ
の
画
面
が
驚
嘆
に
値
す
る
の
は
、
お
よ
そ
信
じ
難
い
こ
と
に
、
そ
れ
が

マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
あ
る
作
品
と
酷
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
り

正
確
に
は
、「
投
影
さ
れ
た
影
」
ま
た
は
「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
影
」
と
い
う
題

名
で
知
ら
れ
る
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
ア
ト
リ
エ
で
撮
影
さ
れ
た

一
枚
の
写
真
作
品
（
一
九
一
八
）
が
そ
れ
で
あ
る
〔
図
20
〕。
実
際
に
は
盟
友

の
マ
ン
・
レ
イ
が
撮
っ
た
ら
し
い
こ
の
写
真
は

 （
107
）、

一
九
一
五
年
に
着
手
さ
れ
、

一
九
二
三
年
ま
で
制
作
さ
れ
た
が
最
終
的
に
未
完
に
終
わ
っ
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
の

代
表
作
「
彼
女
の
独
身
者
に
よ
っ
て
裸
に
さ
れ
た
花
嫁
、
さ
え
も
」（
通
称
「
大

ガ
ラ
ス
」）
に
も
通
じ
る
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ブ
ジ
ェ
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
さ
ま
ざ
ま
な
影
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
て
い
る
。
宙
に
浮
か
ぶ
オ
ブ
ジ
ェ
の

影
を
配
し
た
こ
の
写
真
と
、
く
だ
ん
の
『
吸
血
鬼
』
の
画
面
と
の
思
い
が
け
な

い
符
合
は
、
映
画
に
現
れ
る
影
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
、
い
か
な
る
展
望
を
切
り

拓
い
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

デ
ュ
シ
ャ
ン
の
作
品
に
お
い
て
、
影
が
重
要
な
要
因
を
な
し
て
い
る
こ
と

は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
彼
は
「
大
ガ
ラ
ス
」
に
ま
つ
わ
る

習
作
の
複
製
や
メ
モ
（
執
筆
は
一
九
一
二
―
一
五
年
）
を
収
め
た
「
グ
リ
ー

ン
・
ボ
ッ
ク
ス
」（
発
表
は
一
九
三
四
年
）
に
お
い
て
、「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
投

影
さ
れ
た
影
」
と
題
し
て
、「「
近
づ
け
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

」、
二
つ
、
三
つ
、
四
つ
の
レ

デ
ィ
メ
イ
ド
が
投
げ
か
け
る
影
」
を
用
い
て
作
品
を
制
作
す
る
構
想
を
述
べ
て

お
り

 （
108
）、

ま
た
「
投
影
さ
れ
た
影
」
と
題
し
た
別
の
メ
モ
（
執
筆
は
一
九
一
三

年
頃
）
で
は
、「
大
ガ
ラ
ス
」
の
後
で
、「（
一
）
平
面
上
に
、（
二
）
し
か
じ
か

の
湾
曲
が
あ
る
表
面
上
に
、（
三
）
幾
つ
か
の
透
明
な
表
面
上
に
、
物
体
が
投0

影
す
る
影

0

0

0

0

を
用
い
て
タ
ブ
ロ
ー
を
作
る
」
こ
と
を
計
画
し
、
そ
の
際
に
「
光
源

と
、
こ
れ
ら
の
平
面
上
の
影
の
デ
ッ
サ
ン
を
用
い
、
投
影
さ
れ
た
現
実
の

0

0

0

輪

郭
を
単
に
な
ぞ
り
な
が
ら
タ
ブ
ロ
ー
を
制
作
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

」
と
付
記
し
て
い
る

 （
109
）。

そ
し
て
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
手
が
け
た
最
後
の
油
絵
作
品
「
お
前
は
私
を･･･

」

（
一
九
一
八
）
で
は
、
ま
さ
に
自
身
の
仕
事
を
集
大
成
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ

れ
ま
で
に
手
が
け
た
幾
つ
か
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
影
を
主
要
な
構
成
要
素
の
一

部
と
し
て
描
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
デ
ュ
シ
ャ
ン

作
品
の
浩
瀚
な
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
を
完
成
さ
せ
た
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
シ
ュ
ワ

ル
ツ
は
、
右
に
挙
げ
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
メ
モ
に
触
れ
な
が
ら
、
同
作
に
「
自
転

車
の
車
輪
」
や
「
帽
子
掛
け
」
と
い
っ
た
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
影
と
と
も
に
、
コ

ル
ク
栓
抜
き
の
影
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
こ
れ
に
も
先
行
す
る

レ
デ
ィ
メ
イ
ド
が
存
在
す
る
の
か
と
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
当
人

か
ら
「
コ
ル
ク
栓
抜
き
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
コ
ル
ク
栓
抜
き
の
影0

を

レ
デ
ィ
メ
イ
ド
と
み
な
し
て
よ
い
」
と
い
う
返
答
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る

 （
110
）。
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図 20　  マルセル・デュシャン「投影された影」または「レディメイドの影」
（フィラデルフィア美術館蔵）

© Association Marcel Duchamp / ADAGP (Paris) & JASPAR (Tokyo), 2021
Marcel Duchamp Exhibition Records, Philadelphia Museum of Art, 
Library and Archives

図 19　『吸血鬼』
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こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
も
ま
た
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
質
問

に
対
す
る
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
回
答

 （
111
）、

投
影
さ
れ
た
影
を
め
ぐ
る
デ
ュ
シ
ャ
ン
の

メ
モ
、
先
に
挙
げ
た
写
真
作
品
「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
影
」
な
ど
を
参
照
し
つ

つ
、
さ
ら
に
は
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
看
板
画
家
に
描
か
せ
た
中
央
部
の
〝
指
差
す

手 （
112
）〞

に
注
目
し
て
、
こ
の
「
最
後
の
絵
画
」
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、「
一
つ
の

取
る
に
足
り
な
い
よ
う
な
表
象
の
表
面
に
よ
っ
て
、
絵
画
的
表
象
と
そ
の
歴
史

の
幻フ

ァ
ン
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク

の
よ
う
な
性
格
を
露
わ
に
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
表
象
が

そ
れ
自
体
へ
と
折
り
返
さ
れ
、
創
る
／
指
差
す
手
も
一
つ
の
皮
肉
な
構
成
の
産

物
、
つ
ま
り
、
も
は
や
絵
画
な
ど
存
在
し
な
い
場
で
〝
画
家
〞
の
現
前
を
表
す

一
つ
の
空
疎
な
記
号
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
」
と
、
洞
察
に
富
ん
だ

主
張
を
展
開
し
て
い
る

 （
113
）。

こ
う
し
た
企
図
が
、
も
は
や
既
存
の
い
か
な
る
美

術
作
品
の
範
疇
に
も
収
ま
ら
な
い
「
大
ガ
ラ
ス
」
を
貫
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
も
デ
ュ
シ
ャ
ン
自
身
の
メ
モ
に
綴
ら
れ
て

い
る
通
り
、
そ
の
射
程
が
単
な
る
表
象
作
用
の
様
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物
理
的

世
界
を
律
す
る
諸
次
元
の
認
識
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
も
、
現
在
で
は
広
く
理
解
さ

れ
て
い
よ
う
。「
ホ
ワ
イ
ト
・
ボ
ッ
ク
ス
」
と
通
称
さ
れ
る
い
ま
一
つ
の
デ
ュ

シ
ャ
ン
の
メ
モ
集
成
『
不
定
法
で
』（
執
筆
は
一
九
一
四
―
二
〇
年
、
刊
行
は

一
九
六
六
年
）
に
お
い
て
は
、
n
次
元
の
事
象
の
n

－

1
次
元
へ
の
出
現
（
ま

た
は
n
＋
1
次
元
へ
の
展
開
）
を
め
ぐ
っ
て
、
時
に
数
学
的
な
論
理
を
以
て
、

時
に
創
造
的
な
飛
躍
を
以
て
、「
大
ガ
ラ
ス
」
へ
と
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
非

凡
な
思
考
が
展
開
さ
れ
て
い
る

 （
114
）。

そ
こ
で
示
さ
れ
た
構
想
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
論
評
が
な
さ
れ
て
き
た
が

 （
115
）、

か
つ
て
東
野
芳
明
が
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
制
作

活
動
全
体
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、「
お
前
は
私
を･･･

」
に
関
し
て
提
起
し
た

以
下
の
よ
う
な
見
解
は
、
今
日
で
も
、
お
そ
ら
く
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

を
最
も
明
晰
に
語
っ
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
評
価
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
オ
ブ
ジ
ェ
の
影
を
「
大
ガ
ラ
ス
」
の
ド
ラ
マ
と
呼
応
し
た

も
の
と
考
え
る
の
と
は
別
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
絡
み
合
っ
て
、
デ
ュ

シ
ャ
ン
が
、
こ
こ
に
い
わ
ば
n
次
元
の
存
在
の
問
題
を
見
て
い
た
の
も
事

実
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
物
体
が
平
面
に
投
げ
か
け
る
影
と
は
、
三

次
元
の
物
体
の
二
次
元
へ
の
反
映
で
あ
り
、
絵
画
と
は
本
来
、
二
次
元
の

平
面
に
三
次
元
の
世
界
を
、
反
映
し
た
影
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ

り
、
透
視
法
は
、
そ
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
罠
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
ま
で
の
絵
画
が
二
次
元
の
な
か
に
、
透
視
法
を
通
し
て
と
ら

え
て
き
た
も
の
は
、
二
次
元
上
に
お
け
る
三
次
元
的
錯
覚
だ
っ
た
の
に
た

い
し
て
、
こ
れ
を
影
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
れ
自
体
、
純
粋
に
二
次
元
の
世

界
と
し
て
描
く
こ
と
は
、
三
次
元
的
錯
覚
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い

わ
ば
、
二
次
元
の
画
面
で
あ
る
絵
画
の
純
粋
な
極
致
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

し
て
、
二
次
元
し
か
知
ら
な
い
生
物
が
い
れ
ば
、
コ
ル
ク
栓
抜
き
は
あ
く

ま
で
、
黒
い
平
べ
っ
た
い
影
の
二
次
元
の
形
と
し
て
し
か
認
識
し
な
い
こ

と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
三
次
元
の
物
体
と
認
識
し
て

い
る
も
の
は
、
四
次
元
の
世
界
の
存
在
の
影
を
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か

―
こ
れ
が
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
投
げ
か
け
た
問
い
で
あ

り
、「
大
ガ
ラ
ス
」
に
こ
め
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
た

 （
116
）。

長
い
回
り
道
を
経
た
が
、『
吸
血
鬼
』
の
く
だ
ん
の
光
景
が
、「
レ
デ
ィ
メ
イ

ド
の
影
」
と
題
さ
れ
た
一
枚
の
写
真
と
こ
の
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
結
び
つ
く

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
歌
舞
伎
に
自
ら
の
モ
ン
タ
ー
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ジ
ュ
理
念
の
具
現
を
見
出
し
た
の
と
同
じ
く
ら
い
に
魅
力
的
な
、「
思
い
が
け

な
い
出
会
い
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
当
時
の
ド
ラ
イ
ヤ
ー
と
デ
ュ
シ
ャ

ン
の
間
に
直
接
的
な
接
触
や
影
響
が
あ
っ
た
な
ど
と
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な

い
。
も
し
も
そ
う
し
た
事
実
が
確
認
さ
れ
れ
ば
誠
に
興
味
深
い
巡
り
合
わ
せ
と

な
ろ
う
が
、
管
見
の
限
り
で
は
そ
の
よ
う
な
痕
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
ち
な
み

に
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
で
『
裁
か
る
ゝ
ジ
ャ
ン
ヌ
』
と
『
吸
血
鬼
』
を

撮
っ
た
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
は
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー

自
身
が
パ
リ
に
滞
在
し
続
け
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
も
平
素
は
パ
リ
に
住
ん
で
い
た
た

め
、
時
期
と
し
て
は
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が

―
常
に
微
妙

な
距
離
を
保
ち
な
が
ら
で
は
あ
っ
た
が

 （
117
）

―
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
活
動
に

参
加
し
、
他
方
で
、『
裁
か
る
ゝ
ジ
ャ
ン
ヌ
』
に
出
演
し
た
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア

ル
ト
ー

 （
118
）や

、
同
作
で
衣
裳
を
担
当
し
た
ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
・
ユ
ゴ
ー

 （
119
）も

、
一

時
的
に
で
は
あ
れ
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
を

考
え
る
と

 （
120
）、

彼
ら
を
介
し
て
ド
ラ
イ
ヤ
ー
と
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
知
己
を
得
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
し
た
く
も
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
証
す
る
資
料
は
見

当
た
ら
な
い
。
も
と
も
と
ド
ラ
イ
ヤ
ー
が
社
交
的
な
性
格
で
な
か
っ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ル
ジ
ー
に
よ
る
評
伝
が
述
べ
て
い
る
通

り
、
前
衛
芸
術
が
隆
盛
を
極
め
た
二
〇
年
代
後
半
の
パ
リ
に
あ
っ
て
も
、
彼
が

「
流
派
や
、
集
団
や
、
党
派
と
は
距
離
を
置
き
、
孤
高
の
内
に
仕
事
を
続
け
た （

121
）」

の
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
画
像
の
類
似
自
体
は
、

偶
然
の
な
せ
る
わ
ざ
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
証
的
な
観
点
を
離
れ
て
、
テ
ク
ス
ト
自
体
が
喚
起
す
る
相
関
の

様
態
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
影
の
介
在
に
よ
っ
て
視
覚
的
表
象
の
基
盤
そ
の
も

の
を
解
体
し
た
「
お
前
は
私
を･･･

」
の
目
論
見
は
、『
吸
血
鬼
』
を
め
ぐ
る

本
稿
の
読
解
に
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作

品
に
お
い
て
も
、
先
に
挙
げ
た
幾
つ
か
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
に
人

物
が
画
面
外
に
い
て
、
そ
の
影
が
画
面
内
に
示
さ
れ
る
と
い
う
換
喩
的
な
表
現

に
と
ど
ま
ら
ず
、
存
在
す
る
は
ず
の
本
体
を
欠
い
た
、
影
や
反
映
の
形
象
の
み

が
現
前
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る

―
そ
も
そ
も
主
人
公
が
川
べ

り
で
目
撃
す
る
男
が
、
身
体
の
な
い
水
面
の
反
映
と
し
て
の
み
現
れ
た
こ
と
に

始
ま
り
、
く
だ
ん
の
廃
屋
の
場
面
で
は
、
ま
さ
に
義
足
の
男
や
踊
る
人
々
の
影

が
人
物
に
寄
り
添
う
こ
と
な
く
跋
扈
し
、
義
足
の
男
の
影
が
当
人
の
傍
ら
に
収

ま
る
あ
の
光
景
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
影
と
本
体
と
が
乖
離
し
て
い
た
こ
と
を

こ
そ
強
調
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
実
際
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
と
ク
リ
ス

テ
ン
・
ユ
ル
に
よ
る
脚
本
で
も

―
そ
の
場
面
構
成
や
細
部
の
描
写
は
完
成
作

品
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が

―
例
え
ば
主
人
公
が
宿
を
出
て
見
か
け
る
人

影
に
つ
い
て
、
水
面
の
反
映
で
は
な
く
路
上
の
影
と
し
て
登
場
さ
せ
た
上
で
、

「
そ
う
だ
、
そ
れ
は
影
に
違
い
な
い
、
し
か
も
影
だ
け

0

0

な
の
だ
」（
強
調
原
文
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
主
人
公
が
野
原
を
横
切
る
三
つ
の
人
影
に
導
か

れ
て
老
人
と
二
人
の
娘
の
館
に
辿
り
着
く
く
だ
り
で
も
、「
彼
は
三
人
の
男
の

身
体
を
欠
い
た
影
を
見
か
け
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る

 （
122
）。

前
述
し
た
よ
う
に
、

影
と
身
体
の
分
離
は
、『
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
レ
ミ
ー
ル
の
不
思
議
な
物
語
』
を

は
じ
め
と
す
る
ロ
マ
ン
派
幻
想
文
学
の
お
気
に
入
り
の
主
題
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
意
匠
は
必
ず
し
も
「
不
気
味
な
も
の
」
の
観
念
の
み
に
還
元
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
映
像
は
実
体

を
欠
い
た
被
写
体
の
影
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
、
そ
う
し
た
映
像
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
映
画
に
お
い
て
、
影
と
実
体
と
の
乖
離
の
光
景
を
操
る
こ
と
は
、
コ
ル
ク

栓
抜
き
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
が
実
体
と
し
て
存
在
せ
ず
と
も
、
そ
の
影
自
体
を
レ
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デ
ィ
メ
イ
ド
と
み
な
し
て
よ
い
と
考
え
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
姿
勢
と

―
映
像
こ

そ
は
現
実
の
被
写
体
を
写
し
取
っ
た
究
極
の
〝
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
〞
で
あ
る
だ
け

に

―
奇
し
く
も
通
底
す
る
身
振
り
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
本
作
の
視
覚
的
な
特
色
と
し
て
、
主
に
屋
外
の
場
面
が
靄
の
か

か
っ
た
よ
う
な
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
画
調
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ

な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
年
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
自
身
が
そ
の
由
来
を
語
っ
て

お
り

 （
123
）、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
題
材
に
関
し
て
彼
が
最
初
に
惹
き
つ
け
ら
れ

た
の
は
「
私
が
思
い
描
い
た
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
、
白
と
黒
か
ら
な
る
何
か
」
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
撮
影
監
督
の
ル
ド
ル
フ
・
マ
テ
と
と
も
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
ス
タ
イ
ル
を
模
索
し
た
が
、
撮
影
開
始
当
初
の
ラ
ッ
シ
ュ
を
見
た
時
、
な

ぜ
か
シ
ョ
ッ
ト
の
一
つ
が
灰
色
が
か
っ
て
写
っ
て
い
た
の
で
、
原
因
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
撮
影
の
際
に
レ
ン
ズ
に
不
用
意
な
光
が
当
た
っ
て
い
た
た
め
と
わ
か

り
、
結
局
、
そ
れ
か
ら
も
こ
の
ミ
ス
を
あ
え
て
繰
り
返
す
こ
と
に
し
て
、
ラ
イ

ト
の
光
を
ヴ
ェ
ー
ル
に
反
射
さ
せ
、
そ
れ
が
レ
ン
ズ
に
当
た
る
よ
う
に
し
て
撮

影
し
た
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
あ
る
日
の
撮
影
が
終
わ
っ
て
一
同
が
パ
リ
に

戻
る
途
中
、
偶
然
に
「
白
い
炎
に
包
ま
れ
た
よ
う
な
小
さ
な
家
」
の
前
を
通
り

か
か
り
、
中
に
入
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
は
石
膏
を
粉
末
に
戻
し
て
回
収
す
る
作

業
場
で
、
物
も
人
も
、
内
部
の
す
べ
て
が
白
い
粉
に
覆
わ
れ
て
い
た
。
す
ぐ
さ

ま
、
そ
の
佇
ま
い
も
ま
た
作
品
の
ス
タ
イ
ル
に
採
り
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ

う
し
て
、「
灰
色
の
画
質
、
白
い
光
。
そ
れ
が
最
終
的
に
作
品
の
調
子
を
生
み

出
す
こ
と
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。

白
と
黒
の
対
比
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
光
と
影
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
言

わ
ば
映
画
表
現
の
根
幹
を
な
す
要
因
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
対
比
さ
せ
る

0

0

0

0

0

だ
け

な
ら
、
表
現
主
義
映
画
と
同
様
の
趣
向
を
踏
襲
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
立
ち
会
う
の
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
対
比
の
プ

ロ
セ
ス
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
曖
昧
模
糊
と
し
た
地
平
に
向
か
う
、
言
わ
ば
映

画
の
消
失
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
作
品
に
は
妖
し
い
影
が
溢
れ
、
そ
れ
ら
が

忌
ま
わ
し
い
呪
い
を
形
象
化
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
こ
で
描
か
れ

る
情
景
は
し
ば
し
ば
ぼ
ん
や
り
と
し
た
画
調
に
包
ま
れ
、
夢
と
も
現
と
も
判
然

と
し
な
い
出
来
事
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
末
に
、
吸
血
鬼
の
手
下
の
医
者
は
迷
い

込
ん
だ
作
業
場
で
降
り
注
ぐ
粉
に
埋
れ
、
主
人
公
と
彼
に
救
わ
れ
た
娘
は
濃
い

霧
の
彼
方
に
去
っ
て
行
く
。
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
目
撃
す
る
に
至
っ
て
、
私

た
ち
は
、
あ
の
廃
屋
で
の
影
の
氾
濫
が
、
究
極
的
に
は
、
白
と
黒
、
光
と
影

の
対
比
で
は
な
く
、
お
ぼ
ろ
げ
な
グ
レ
ー
の

―
そ
れ
が
主
人
公
の
名
で
も

あ
る

 （
124
）

―
帳と

ば
り

で
す
べ
て
を
覆
い
、
消
し
去
っ
て
し
ま
う
、
こ
の
映
画
の
不
可

逆
的
な
工
程
の
引
き
金
を
引
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
当

た
る
。
白
か
黒
か
で
は
な
く
、
そ
の
間
に
織
り
な
さ
れ
る
グ
レ
ー
の
肌
理
に
作

品
の
ス
タ
イ
ル
を
委
ね
る
こ
と
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
現
前
と
不
在
の
間

に
仕
掛
け
ら
れ
る
「
信
憑
の
体
制
」
の
両
義
性

―
主
人
公
の
白
日
夢
の
中
で

彼
の
分
身
が
身
体
を
抜
け
出
し
、
棺
に
入
っ
た
自
ら
の
屍
を
見
出
す
場
面
の
二

重
写
し
を
想
起
せ
よ

―
へ
と
、
映
画
そ
の
も
の
を
差
し
向
け
る
振
る
舞
い
で

も
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
こ
に
は
ま
さ
し
く
、
映
画
的
表
象
の
核

心
を
反レ

フ
レ
ク
シ
フ

省
的
に
映
し
出
す
、〝
映
画
と
そ
の
影
〞
が
現
出
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

注（
1
）  
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
（
下
）』、
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
、
第
七

巻
・
一
〜
五
章
。

（
2
）  

« Entretien avec Bernardo Bertolucci » (par Pascal Bonitzer et 
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Serge D
aney), Cahiers du ciném

a, n
o 330 , décem

bre 1981 .
（
3
）  

Jean-Louis Baudry, « Le dispositif : approches m
étapsychologiques 

de l’ im
pression de réalité », Com

m
unications, n

o 23 , 1975 , repris dans 
L
’ E

ff�et ciném
a, Paris, A

lbatros, 1978

（
ジ
ャ
ン
＝
ル
イ
・
ボ
ー
ド
リ
ー

「
装
置

―
現
実
感
へ
の
メ
タ
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
木
村
建
哉
訳
、
岩
本

憲
児
・
武
田
潔
・
斉
藤
綾
子
編
『
新
・
映
画
理
論
集
成
』、
第
二
巻
、
フ
ィ
ル
ム

ア
ー
ト
社
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
着
想
自
体
は
サ
イ
レ

ン
ト
時
代
の
映
画
論
に
も
見
ら
れ
る

―

Lionel Landry, « Form
ation de 

la sensibilité », dans L
’ art ciném

atographique, t. II, Paris, Félix A
lcan, 

1927 , pp. 51 -54 .

（
4
）  

付
言
し
て
お
け
ば
、
こ
の
後
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
場
面
で
、
恩
師
は
イ
タ
リ
ア
の

同
志
た
ち
に
宛
て
た
手
紙
を
男
に
託
そ
う
と
し
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
密
告
す
る

こ
と
も
で
き
た
の
に
男
が
頼
み
を
断
っ
た
こ
と
で
、
自
分
の
推
測
が
正
し
か
っ
た

こ
と
を
確
認
す
る
。
原
作
に
も
同
様
の
場
面
は
あ
る
が
（A

lberto M
oravia, Il 

conform
ista (1951 ), in O

pere com
plete, vol. 5 , M

ilano, Bom
piani, 1976 , 

pp. 223 -224  e 232 . 

ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
『
孤
独
な
青
年
』、
千
種
堅
訳
、

早
川
文
庫
、
一
九
八
四
年
、
三
二
四
―
三
二
六
お
よ
び
三
三
八
頁
）、
ベ
ル
ト
ル
ッ

チ
の
脚
色
は
こ
こ
で
も
、
当
の
手
紙
が
実
は
白
紙
で
、
男
の
真
意
を
確
か
め
る
た

め
に
恩
師
が
芝
居
を
打
っ
た
と
い
う
設
定
に
変
え
て
い
る
。
封
筒
か
ら
取
り
出
さ

れ
る
の
が
、
仲
間
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
綴
ら
れ
た
書
状
で
は
な
く
、
ス
ク
リ
ー
ン

の
よ
う
に
白
い
た
だ
の
紙
片
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
面
会
の
場
面
で
の
光
と
影
の

戯
れ
と
呼
応
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

（
5
）  

ち
な
み
に
、
原
作
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
・
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
陽
気
な
離
婚
』

（
一
九
三
二
）
の
台
本
に
は
、
回
る
紙
人
形
の
影
に
よ
っ
て
監
視
人
を
欺
く
描
写

は
な
く
、
こ
れ
は
映
画
化
に
際
し
て
加
え
ら
れ
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
る

―G
ay 

D
ivorce : M

im
eo script by D

w
ight T

aylor, N
ew

 Y
ork Public Library, 

D
w

ight D
eere W

im
an Papers, ZC 310 /M

icro 678 /Reel 17 . 

同
資
料
の

写
し
を
ご
提
供
く
だ
さ
っ
た
仁
井
田
千
絵
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。

（
6
）  

E
nzo U

ngari e D
onald R

anvaud, Scene m
adri di B

ernardo 

Bertolucci, M
ilano, U

bulibri, 1982 , nuova edizione 1987 , p. 89

（
ベ
ル
ナ

ル
ド
・
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
『
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ー
ン
』、
竹

山
博
英
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
一
一
四
頁
。
以
下
、
欧
文
出
典
を
表
示

し
た
引
用
文
は
拙
訳
）。

（
7
）  

R
oland B

arthes, L
eçon: L

eçon inaugurale de la chaire de 
sém

iologie littéraire du C
ollège de France, prononcée le 7  janvier 

1977  (1978 ), repris dans Œ
uvres com

plètes, t. V
, Paris, Seuil, 2002 , p. 

429

（
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
文
学
の
記
号
学

―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス

開
講
講
義
』、
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年
、
五
―
六
頁
）。

（
8
）  

Ibid., pp. 441 -443  (souligné dans l’ original)

（
同
書
、
四
四
―
四
九
頁
。

強
調
は
原
著
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
所
）。

（
9
）  

Roland Barthes, L
’ em

pire des signes (1970 ), repris dans Œ
uvres 

com
plètes, t. III, Paris, Seuil, 2002 , p. 394

（
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
記
号
の
国
』、

石
川
美
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
八
四
頁
）。

（
10
）  

た
だ
し
、
ジ
ャ
ワ
島
に
伝
わ
る
伝
統
影
絵
「
ワ
ヤ
ン
」
で
は
、
見
世
物
で
は
な

く
祭
礼
と
い
う
本
旨
に
よ
る
た
め
か
、
ス
ク
リ
ー
ン
を
挟
ん
で
多
く
の
観
衆
が
い

る
側
も
、「
ダ
ラ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
影
絵
師
＝
語
り
手
や
ガ
ム
ラ
ン
奏
者
の
い
る

側
も
、
等
し
く
観
覧
の
場
と
な
る
よ
う
で
あ
る
（
福
岡
ま
ど
か
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

上
演
芸
術
の
世
界

―
伝
統
芸
術
か
ら
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
ま
で
』、
大
阪

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
三
六
頁
、
参
照
）。

（
11
）  

例
え
ば
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ミ
ー
ズ
ほ
か
の
『
光
の
魔
術

―
影
絵
芝
居

か
ら
幻
燈
ま
で
』
は
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
影
絵
の
流
行
」

(om
brom

anie)

を
め
ぐ
っ
て
、
影
絵
の
か
ら
く
り
を
図
示
し
た
多
数
の
冊
子

や
絵
葉
書
や
ポ
ス
タ
ー
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る

―Jac Rem
ise, Pascale 

Rem
ise et Régis V

an D
e W

alle, M
agie lum

ineuse: du théâtre d’ om
bres 

à la lanterne m
agique, Paris, Balland, 1979 , pp. 257 -260 , 294 -301  et 

passim

）。
ま
た
、
山
本
慶
一
『
江
戸
の
影
絵
遊
び
』（
草
思
社
、
一
九
八
八
年
）

は
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
影
絵
の
解
説
本
の
類
を
豊
富
に
紹
介
し
て
い
て
興
味

深
い
。
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（
12
）  

近
年
で
は
映
像
の
撮
影
や
視
聴
に
関
わ
る
技
術
的
基
盤
や
実
践
様
態
が
大
き
く

変
化
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
13
）  
ホ
ー
ム
・
ヴ
ィ
デ
オ
の
場
合
に
は
撮
影
と
上
映
の
場
所
が
同
じ
こ
と
も
あ
り
う

る
し
、
会
場
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
映
し
出
す
よ
う
な
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
類

で
あ
れ
ば
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
転
移
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
少
な
く

と
も
映
画
館
で
上
映
さ
れ
る
よ
う
な
物
語
映
画
に
つ
い
て
は
こ
れ
は
ま
ず
あ
り
え

な
い
状
況
で
あ
ろ
う
。

（
14
）  

十
八
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
人
気
を
博
し
た
セ
ラ
フ
ァ
ン
の
影
絵
芝
居
に
つ

い
て
は
、
前
掲
の
ル
ミ
ー
ズ
ら
の
著
書
を
参
照
せ
よ

―

V
oir Rem

ise et al., 
op. cit., pp. 250 -277  (« Le théâtre de Séraphin »).

（
15
）  

例
え
ば
、
ピ
ン
ト
の
甘
い
映
写
が
放
置
さ
れ
た
り
、
ご
く
稀
に
リ
ー
ル
の
掛
け

違
い
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
は
映
写
技
師
の
不
手
際
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か

つ
て
筆
者
の
留
学
中
に
、
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
『
悪
い
奴
ほ
ど
よ

く
眠
る
』（
黒
澤
明
、
一
九
六
〇
）
を
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
リ
ー
ル
の
変
わ
り
目

で
い
き
な
り
同
じ
黒
澤
の
『
椿
三
十
郎
』（
一
九
六
二
）
の
場
面
に
切
り
替
わ
っ

て
場
内
が
大
爆
笑
に
包
ま
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
数
分
後
に
正
し
い
リ
ー
ル
で
上

映
が
再
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
、
大
慌
て
で
対
処
す
る
映
写
技
師
の
姿
に
観
客
一

同
が
思
い
を
馳
せ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
16
）  

E
. H

. G
om

brich, Shadow
s: T

he D
epiction of C

ast Shadow
s in 

W
estern A

rt, London, N
ational Gallery Publications, 1995 . 

こ
れ
は
ロ
ン

ド
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
催
さ
れ
た
展
覧
会
の
図
録
で
あ
る
。

（
17
）  

M
ichael B

axandall, Shadow
s and E

nlightenm
ent, N

ew
 H

aven/
London, Y

ale U
niversity Press, 1995 .

（
18
）  

V
ictor I. Stoichita, Brève histoire de l’ om

bre, Genève, D
roz, 2000 ; A

 
Short H

istory of the Shadow
, London, Reaktion Books, 1997

（
ヴ
ィ
ク

ト
ル
・
I
・
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
『
影
の
歴
史
』、
岡
田
温
司
・
西
田
兼
訳
、
平
凡
社
、

二
〇
〇
八
年
）。
な
お
、
同
書
の
原
典
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
あ
る
が
、
出
版
は
英

訳
版
の
方
が
早
く
、
邦
訳
も
基
本
的
に
英
訳
版
を
底
本
と
し
て
い
る
。
本
書
で
の

出
典
表
示
に
あ
た
っ
て
は
、
読
者
の
便
宜
を
考
え
て
フ
ラ
ン
ス
語
版
／
英
訳
版
／

邦
訳
の
順
で
併
記
す
る
。

（
19
）  

Roberto Casati, L
a scoperta dell’ om

bra: D
a P

latone a G
alileo, la 

storia di un enigm
a che ha aff�ascinato le grandi m

enti dell’ um
anità, 

M
ilano, A

rnoldo M
ondadori, 2000 ; seconda edizione, R

om
a/B

ari, 
Laterza, 2008 .

（
20
）  

M
ax M

ilner, L
’ envers du visible: E

ssai sur l’ om
bre, Paris, Seuil, 

2005 .

（
21
）  

谷
崎
潤
一
郎
「
陰
翳
礼
讃
」（
一
九
三
三
）、
篠
田
一
士
編
『
谷
崎
潤
一
郎
随
筆

集
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
年
、
所
収
。

（
22
）  

図
録
『「
影
絵
」
の
十
九
世
紀
』、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
一
九
九
七
年
。

（
23
）  

『
is
』、
No.　

67
（
特
集
「
〈
影
〉
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」）、
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
、

一
九
九
五
年
三
月
。

（
24
）  

図
録
『
陰
影
礼
讃

―
国
立
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
』、
独
立
行
政
法

人
国
立
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
。

（
25
）  

藤
堂
明
保
編
『
学
研
漢
和
大
字
典
』、
学
習
研
究
社
、
一
九
七
八
年
、
白
川
静

『
字
通
』、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
な
ど
の
記
述
に
よ
る
。

（
26
）  

ミ
ル
ネ
ー
ル
は
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のσκιά

とσκότος

、
英
語
のshadow

とdarkness

、
ド
イ
ツ
語
の Schatten

とFinsternis

な
ど
、
諸
言
語
で
「
陰

影
」
と
「
暗
闇
」
を
表
す
語
彙
の
対
比
に
も
注
目
し
て
い
る

―

M
ilner, op. 

cit., p. 13 .

（
27
）  

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
『
絵
画
の
書
』、
斎
藤
泰
弘
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
、
三
四
五
―
三
四
六
頁
（
イ
タ
リ
ア
語
（
ト
ス
カ
ー
ナ
語
）
の
用

語
に
つ
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
『
絵
画
の
書
』
の
「
ウ

ル
ビ
ー
ノ
稿
本
」
に
よ
っ
て
補
っ
た

―Libro di pittura, Codice U
rbinate 

lat. 1270 , http://w
w

w
.treatiseonpainting.org/cocoon/leonardo/

m
ssFront/vu

〔
最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
九
月
七
日
〕）。
た
だ
し
、
改
め
て
断
る

ま
で
も
な
く
、
陰
影
が
生
じ
る
の
は
大
気
中
に
限
ら
な
い
。

（
28
）  

Gom
brich, op. cit., p. 6 .

（
29
）  

こ
れ
ら
三
つ
の
区
分
に
充
て
ら
れ
る
用
語
は
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
く
、
例
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え
ば
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
は

―
本
文
で
述
べ
た
順
序
と
は
異
な
る
が

―
「
投
げ

か
け
ら
れ
た
影
／
張
り
付
い
た
影
／
陰
」（cast shadow

/attached shadow
/

shading

）
と
い
う
一
般
的
な
呼
称
に
つ
い
て
、
始
め
の
二
つ
は
、
物
体
と
陰
影

の
生
じ
る
表
面
と
の
関
係
が
不
明
瞭
だ
と
指
摘
し
て
（
例
え
ば
、
人
の
顔
に
上
前

方
か
ら
光
が
当
た
っ
た
場
合
、
鼻
や
顎
の
下
に
で
き
る
陰
影
は
、
投
げ
か
け
ら
れ

た
影
で
も
あ
り
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
皮
膚
上
に
張
り
付
い
た
影
で
も
あ
る
）、
よ

り
適
切
な
用
語
と
し
て
、「
投
影
さ
れ
た
影
（
物
体
と
離
れ
た
表
面
で
あ
れ
ば
「
投

げ
か
け
ら
れ
た
影
」
も
可
）
／
本
体
の
影
／
陰
」（projected shadow

/self-
shadow

/shading

）
と
い
う
表
現
を
提
唱
し
て
い
る
（Baxandall, op. cit., 

pp. 2 -4

）。

（
30
）  

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
、
前
掲
書
、
四
二
二
頁
。
ち
な
み
に
、
前
注
で

触
れ
た
、
人
の
顔
に
当
た
る
光
線
に
つ
い
て
の
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
の
指
摘
も
、
同

書
（
四
四
三
頁
）
に
示
さ
れ
た
図
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
31
）  

同
書
、
三
九
二
頁
。

（
32
）  

See Gom
brich, op. cit., pp. 19 -21 , 41 -44 ; M

ilner, op. cit., chap. IV
 

(« Clair-obscur »). 

展
覧
会
『
陰
影
礼
讃
』
の
図
録
も
、
各
種
の
美
術
事
典
に

「
陰
影
法
」
の
項
目
は
あ
っ
て
も
「
影
」
の
項
目
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
（
中
西
博
之
「
陰
影
礼
讃
」、『
陰
影
礼
讃
』、
前
掲
書
、
一
一
頁
）。

（
33
）  

カ
ザ
ー
テ
ィ
の
著
書
で
は
、
月
面
に
生
じ
る
影
の
観
察
か
ら
そ
の
地
形
に
起
伏

が
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
ガ
リ
レ
オ
の
研
究
を
は
じ
め
、
幾
つ
か
の
興
味
深
い
事

例
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

―

vedi Casati, op. cit., parte terza « Il secolo 
dell’ om

bra ».

（
34
）  

See Baxandall, op. cit., pp. 84 -88 . 

こ
の
技
術
は
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
語
で

「
影
を
描
く
こ
と
」
を
意
味
し
たσκιαγραφία

の
名
で
呼
ば
れ
（
フ
ラ
ン
ス
語

で
はskiagraphie

、
英
語
で
はsciography

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
綴
ら
れ
る
）、

ま
さ
し
く
「
影
画
法
」
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
語
が
提
起
す
る
表
象
理
念
の
解
釈

を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
はStoichita, op. cit., pp. 28 -29

（
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
、

前
掲
書
、
三
五
―
三
七
頁
）
を
参
照
せ
よ
。

（
35
）  

「
グ
ノ
ー
モ
ン
（
晷き

し
ん針

）」（
ギ
リ
シ
ャ
語
でγνώ

μω
ν

）
と
呼
ば
れ
る
指
柱
が
落

と
す
影
を
も
と
に
時
刻
や
暦
を
算
出
す
る
、
日
時
計
の
制
作
に
不
可
欠
な
技
術
。

（
36
）  

D
iderot et d’ A

lem
bert, E

ncyclopédie, ou D
ictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des m
étiers, par une société de gens de lettres, t. 

11 , Paris, Briasson et al., 1765 , pp. 460 -466  (le term
e « om

bre », avec 
ses diverses sous-catégories).

（
37
）  

M
ax M

ilner, L
a fantasm

agorie: E
ssai sur l’ optique fantastique, 

Paris, PU
F, 1982 , p. 254

（
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ル
ネ
ー
ル
『
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ

ア

―
光
学
と
幻
想
文
学
』、
川
口
顕
弘
・
篠
田
知
和
基
・
森
永
徹
訳
、
あ
り
な

書
房
、
一
九
九
四
年
、
二
五
八
頁
）。

（
38
）  

O
tto Rank, D

er D
oppelgänger: E

ine psychoanalytische Studie (1925 ), 
Brem

en, Brem
en U

niversity Press, 2013 , insbesondere K
ap. IV

（
オ
ッ

ト
ー
・
ラ
ン
ク
『
分
身

―
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
』、
有
内
嘉
宏
訳
、
人
文
書
院
、

一
九
八
八
年
、
特
に
第
Ⅳ
章
。
た
だ
し
、
邦
訳
の
底
本
は
一
九
一
四
年
に
雑
誌
発

表
さ
れ
た
初
版
で
あ
り
、
そ
の
後
に
増
補
さ
れ
た
記
述
は
含
ま
れ
な
い
）。

（
39
）  

Sigm
und Freud, »D

as U
nheim

liche « (1919 ), in G
esam

m
elte W

erke, 
Bd. 12 , 6 . A

ufl., Frankfurt am
 M

ain, S. Fischer, 1986

（
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・

フ
ロ
イ
ト
「
不
気
味
な
も
の
」、
藤
野
寛
訳
、『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』、
第
一
七
巻
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
所
収
）。

（
40
）  

Stoichita, op. cit., éd. fr., pp. 158 -162 /Eng. ed., pp. 149 -152

（
ス
ト
イ

キ
ツ
ァ
、
前
掲
書
、
一
九
〇
―
一
九
五
頁
）。

（
41
）  

M
ilner, L

’ envers du visible, op. cit., prologue (« D
es om

bres dans 
une caverne ») et chap. X

 (« Cam
era obscura. V

oir dans le noir »).

（
42
）  

D
om

inique Païni, L
’ attrait de l’ om

bre, Crisnée (Belgique), Y
ellow

 
N

ow
, 2007 .

（
43
）  

Jacques A
um

ont, Le m
ontreur d’ om

bre, Paris, V
rin, 2012 . 

ち
な
み

に
、
こ
の
書
名
は
ロ
ビ
ソ
ン
の
『
戦
く
影
』
の
フ
ラ
ン
ス
公
開
題
名
で
も
あ
る
。

（
44
）  

D
aisuke M

iyao, T
he A

esthetics of Shadow
: Lighting and Japanese 

Cinem
a, D

urham
/London, D

uke U
niversity Press, 2013

（
宮
尾
大
輔

『
影
の
美
学

―
日
本
映
画
と
照
明
』、
笹
川
慶
子
・
溝
渕
久
美
子
訳
、
名
古
屋
大
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学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）。
こ
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
二
〇
一
四
年
に
は
ベ
ル

リ
ン
の
ド
イ
ツ
・
キ
ネ
マ
テ
ー
ク
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
近
代
美
術
館
（M

oM
A

）

で
特
集
上
映
「
陰
影
の
美
学

―
照
明
ス
タ
イ
ル
一
九
一
五
―
一
九
五
〇
年
」
が

開
催
さ
れ
た
。
図
録
はConnie Betz, Julia Pattis und Rainer Rother (H

g.), 
Ä

sthetik der Schatten: Film
isches Licht 1915 -1950 , Berlin/M

arburg, 
D

eutsche K
inem

athek/Schüren V
erlag, 2014 .

（
45
）  

岡
田
温
司
『
映
画
は
絵
画
の
よ
う
に

―
静
止
・
運
動
・
時
間
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
。

（
46
）  

V
oir Païni, op. cit., pp. 7 -8 , et A

um
ont, op. cit., pp. 57 -61 , 

岡
田
、
前

掲
書
、
四
四
―
四
五
頁
。

（
47
）  

N
athan A

ndersen, Shadow
 Philosophy: Plato’ s Cave and Cinem

a, 
N

ew
 Y

ork, Routledge, 2014 . 
た
だ
し
、
著
者
の
関
心
は
『
時
計
じ
か
け
の
オ

レ
ン
ジ
』（
ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
、
一
九
七
一
）
を
手
が
か
り
に
（
特

に
「
ル
ド
ヴ
ィ
コ
療
法
」
の
場
面
）、
正
義
と
真
実
、
善
と
美
、
倫
理
と
自
由
と

い
っ
た
観
点
か
ら
哲
学
と
映
画
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
企
図

と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
て
い
る
。

（
48
）  

A
um

ont, loc. cit., plus particulièrem
ent pp. 58 -60 .

（
49
）  

A
um

ont, op. cit., p. 11 .

（
50
）  

Stephen M
onteiro (ed.), T

he Screen M
edia R

eader: C
ulture, 

T
heory, Practice, N

ew
 Y

ork, Bloom
sberry A

cadem
ic, 2017 , 

光
岡
寿

郎
・
大
久
保
遼
編
『
ス
ク
リ
ー
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

―
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
映

像
／
メ
デ
ィ
ア
経
験
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
な
ど
を
参
照
せ
よ
。

（
51
）  

近
年
で
はN

etflix

配
信
作
品
の
よ
う
に
劇
場
公
開
し
な
い
例
も
あ
り
、
そ
れ

が
二
〇
一
八
年
以
来
、
カ
ン
ヌ
映
画
祭
が
同
社
作
品
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
参
加

を
認
め
て
い
な
い
理
由
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
判
断
の
是
非
を
問
題
に

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
52
）  
Jacques A

um
ont, L

’ attrait de la lum
ière, Crisnée (Belgique), Y

ellow
 

N
ow

, 2010 , p. 70 . 

こ
れ
は
前
掲
の
パ
イ
ー
ニ
に
よ
る
『
影
の
魅
惑
』
と
対
を
な

す
小
冊
子
で
あ
る
。

（
53
）  

光
岡
寿
郎
「
序
章　

M
ind the gaps, fill in the gaps

―
二
〇
二
〇
年
代

の
映
像
文
化
を
迎
え
る
前
に
」、
光
岡
・
大
久
保
、
前
掲
書
、
八
、
一
一
頁
。

（
54
）  

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」（
一
九
三
五

―
一
九
三
九
）
に
お
い
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
の
ア
ウ
ラ
を
を
伴
う
絵
画
や
彫

刻
は
そ
の
礼
拝
的
価
値
に
よ
っ
て
「
観
想
」(K

ontem
plation)

を
導
く
の
に
対

し
、
複
製
技
術
に
依
拠
す
る
写
真
や
映
画
は
そ
の
展
示
的
価
値
に
よ
っ
て
「
気

散
じ
」（Zerstreuung

）
の
内
に
受
容
さ
れ
、
特
に
映
像
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変

化
し
て
ゆ
く
映
画
に
あ
っ
て
は
観
想
は
不
可
能
だ
と
述
べ
た
（
こ
の
記
述
は
同

論
文
の
五
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
す
べ
て
に
見
ら
れ
る
）。
そ
の
後
、
ア
ン
ド
レ
・

バ
ザ
ン
も
ま
た
、「『
希
望
』
あ
る
い
は
映
画
に
お
け
る
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
」

（
一
九
四
五
）
の
中
で
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
が
手
が
け
た
唯
一
の
映
画
作
品

を
論
じ
つ
つ
、
映イ

マ
ー
ジ
ュ像

に
よ
る
譬イ

マ
ー
ジ
ュ喩

の
困
難
さ
に
関
連
し
て
、
映
画
に
お
い
て

は
観
客
が
立
ち
止
ま
っ
て
省
察
す
る
時
間
が
な
い
と
評
し
（
堀
潤
之
に
よ
る
同

論
文
の
邦
訳
に
付
さ
れ
た
解
題
を
参
照
せ
よ

―
『
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
研
究
』、

第
四
号
、
二
〇
二
〇
年
、
所
収
）、
さ
ら
に
後
年
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
も
、
写
真

を
論
じ
た
『
明
る
い
部
屋
』（
一
九
八
〇
）
の
中
で
、
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
文
化
的

理
解
と
し
て
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
と
、
そ
こ
に
思
い
が
け
な
い
亀
裂
を
生
じ
さ

せ
る
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
を
区
別
し
た
際
に
、
後
者
が
生
じ
る
の
は
写
真
の
「
思
索

性
」（pensivité

）
の
ゆ
え
で
あ
り
、
映
画
に
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
と
み
な
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
レ
ー
モ
ン
・
ベ
ル
ー
ル
は
、「
思
索
す
る
観
客
」（
一
九
八
四
）

や
「
中
断
、
瞬
間
」（
一
九
八
七
）
な
ど
の
論
考
に
よ
り
、
映
画
に
お
い
て
も
ま

た
、
写
真
の
形
象
や
フ
リ
ー
ズ
・
フ
レ
ー
ム
な
ど
の
技
法
を
介
し
て
、
バ
ル
ト
の

言
う
思
索
性
が
生
起
し
う
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
考
察
の
系
譜
を
も

と
に
、「
気
散
じ
」
の
媒
体
の
最
た
る
も
の
と
言
え
よ
う
各
種
の
モ
バ
イ
ル
機
器

が
提
供
す
る
映
像
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ
で
の
反
省
的
契
機
の
成
立
や
様
態
を
探
る

こ
と
は
興
味
深
い
企
て
で
あ
る
が
、
映
画
に
お
け
る
影
の
形
象
を
論
じ
る
本
稿
の

テ
ー
マ
か
ら
は
外
れ
る
た
め
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
す

る
こ
と
に
す
る
。

（
55
）  

N
oël Carroll, T

heorizing the M
oving Im

age, Cam
bridge, Cam

bridge 
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U
niversity Press, 1996 , p. xiii.

（
56
）  

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
は
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に

か
け
て
の
パ
リ
で
は
、
治
安
維
持
の
た
め
に
完
備
さ
れ
、
秩
序
の
象
徴
で
あ
っ

た
街
灯
を
破
壊
す
る
行
為
が
、
権
力
へ
の
挑
戦
と
し
て
盛
ん
に
実
行
さ
れ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

―

W
olfgang Schivelbusch, Lichtblicke: 

Zur G
eschichte der künstlichen H

elligkeit im
 19 . Jahrhundert 

(1983 ), Frankfurt am
 M

ain, Fischer T
aschenbuch, 2004 , S. 103 -112  

(» Lanternenzerstörung «)

（『
闇
を
ひ
ら
く
光

―
十
九
世
紀
に
お
け
る
照

明
の
歴
史
』、
小
川
さ
く
え
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
八
年
、
一
〇
三
―

一
二
一
頁
（「
街
灯
破
壊
」））。
こ
こ
で
触
れ
た
場
面
で
は
、
パ
リ
の
下
町
を
牛
耳

る
犯
罪
集
団
の
〝
秩
序
〞
に
対
し
て
、
主
人
公
の
青
年
が
〝
抵
抗
〞
す
る
際
の
一

助
と
し
て
街
灯
が
破
壊
さ
れ
る
。

（
57
）  

ミ
ル
ネ
ー
ル
は
、
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン
の
エ
ッ
セ
ー
『
明
と
暗
』
の
中
で
語
ら

れ
る
、
暗
闇
が
も
た
ら
し
た
あ
る
啓
示
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
注
目
し
て
い
る

―

M
ilner, L

’ envers du visible, op. cit., pp. 374 -377 . 

そ
こ
で
は
深
夜
に
帰
宅

し
た
語
り
手
が
、
既
に
寝
て
い
た
妻
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
に
、
一
瞬
だ
け
明
か
り

を
点
け
て
場
所
の
見
当
を
付
け
る
と
、
あ
と
は
暗
闇
の
中
を
手
探
り
で
、
家
具

の
角
や
本
の
山
を
避
け
な
が
ら
進
ん
で
行
く
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま

で
慣
れ
親
し
ん
で
陳
腐
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
部
屋
の
佇
ま
い
が
、
ま
っ
た
く

新
し
い
相
貌
の
も
と
に
立
ち
現
れ
る
の
を
実
感
す
る

―

Jean Paulhan, Le 
clair et l’ obscur (1958 /1983 ), repris dans Œ

uvres com
plètes, t. 3 , Paris, 

Gallim
ard, 2011 , pp. 448 -452

（
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン
「
明
解
な
も
の
と
不
可

解
な
も
の
」、『
詩
の
鍵
』、
高
橋
隆
訳
、
国
文
社
、
一
九
八
六
年
、
一
三
二
―

一
三
九
頁
）。
こ
う
し
た
暗
闇
に
よ
る
〝
異
化
〞
の
作
用
は
、
健
常
者
が
目
隠
し

を
し
て
普
段
の
生
活
空
間
を
歩
い
て
み
る
〝
ブ
ラ
イ
ン
ド
体
験
〞
に
よ
っ
て
も
も

た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
本
稿
の
筆
者
も
ま
た
、
か
つ
て
長
野
の
善
光
寺

本
堂
の
地
下
で
、
真
っ
暗
な
回
廊
を
進
ん
で
〝
極
楽
の
錠
前
〞
に
触
れ
る
「
戒
壇

巡
り
」
を
し
た
際
に
同
様
の
感
覚
に
襲
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
、
私
の

前
に
は
楽
し
く
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
進
む
若
者
の
一
団
が
い
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
内
の
一
人
が
ふ
と
私
に
触
れ
て
、「
あ
れ
、
こ
れ
誰
？
」
と
問
う
て
き

た
。
真
っ
暗
闇
の
中
で
赤
の
他
人
に
己
が
何
者
で
あ
る
か
を
告
げ
ね
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
私
は
、
一
瞬
の
た
め
ら
い
の
後
、「
後
ろ
の
者
で
す
」
と
答
え
た
が
、
そ

の
途
端
、
回
廊
に
は
若
者
た
ち
の
爆
笑
が
響
き
渡
っ
た
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

関
わ
る
異
化
を
被
っ
た
者
と
し
て
は
、
そ
れ
以
外
に
答
え
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で

あ
る
が･･････

。

（
58
）  

Baxandall, op. cit., p. 123 .

（
59
）  

Casati, op. cit., pp. 53 -54 , et A
um

ont, Le m
ontreur d’ om

bre, op. cit., 
pp. 56 -57 .

（
60
）  

こ
の
点
で
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
が
取
り
上
げ
て
い
る
心
理
学
の
実
験
例
は
興
味
深

い
。
そ
れ
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
向
こ
う
側
に
折
り
曲
げ
た
針
金
を
置
き
、
背
後
か

ら
光
を
当
て
て
そ
の
影
を
被
験
者
に
見
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
針
金
が
静
止
し
て

い
る
時
に
は
、
被
験
者
は
不
規
則
に
曲
が
っ
た
線
を
認
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

針
金
を
回
転
さ
せ
る
と
、
単
に
平
面
上
で
線
が
動
い
た
り
伸
び
縮
み
し
た
り
す
る

の
で
は
な
く
、
折
り
曲
げ
た
線
状
の
物
体
が
回
転
し
て
い
る
さ
ま
を
見
て
と
っ

た
と
い
う

―Casati, op. cit., pp. 10 -11；

当
該
の
実
験
に
つ
い
て
は
次
の

報
告
を
参
照
せ
よ

―H
ans W

allach and D
. N

. O
’ Connell, “ T

he K
inetic 

D
epth Effect” , Journal of E

xperim
ental P

sychology, V
ol. 45 , N

o. 4 , 
A

pril 1953 . 

先
に
触
れ
た
『
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
』
の
例
で
も
、
紙
人
形
を
タ
ー

ン
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
て
回
転
さ
せ
た
こ
と
が
監
視
人
を
欺
く
機
転
の
要
を
な
し
て

い
た
。

（
61
）  

『
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
博
物
誌
』、
中
野
定
雄
・
中
野
里
美
・
中
野
美
代
訳
、
第
Ⅲ
巻
、

雄
山
閣
、
一
九
八
六
年
、
第
三
五
巻
「
絵
画
・
画
家
」、
第
四
三
章
・
第
一
五
一

節
。
正
確
に
は
、
こ
こ
で
は
娘
の
父
親
が
そ
の
輪
郭
に
粘
土
を
押
し
つ
け
て
浮レ

リ
ー
フ彫

を
作
っ
た
こ
と
が
塑
像
術
の
起
源
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
先
立
つ

部
分
（
同
書
、
同
巻
、
第
五
章
・
一
五
節
）
で
既
に
、
人
間
の
影
の
輪
郭
線
を
な

ぞ
る
こ
と
か
ら
絵
画
が
始
ま
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

（
62
）  

V
oir Stoichita, op. cit., éd. fr., pp. 166 -179 /Eng. ed., pp. 155 -167

（
ス

ト
イ
キ
ツ
ァ
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
―
二
一
六
頁
を
参
照
）。
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（
63
）  

こ
こ
で
も
、
学
生
た
ち
が
四
肢
や
カ
ン
カ
ン
帽
（
つ
ば
と
底
が
切
り
離
さ
れ
て

い
る
）
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
て
文
字
を
投
影
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
点

で
、
影
絵
と
そ
の
種
明
か
し
の
両
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

（
64
）  
拙
稿
「
裂
け
目
と
縫
い
目

―
「
映
画
作
品
に
お
け
る
写
真
の
意
味
作
用
」
序

説
」、『
演
劇
学
』、
第
三
八
号
、
早
稲
田
大
学
演
劇
学
会
、
一
九
九
六
年
、
三
―

四
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
65
）  

先
に
触
れ
た
ジ
ャ
ン
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
『
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
』
に
お
い

て
、
セ
ラ
フ
ァ
ン
の
影
絵
芝
居
と
し
て
挿
入
さ
れ
る
映
像
も
ラ
イ
ニ
ガ
ー
が
制
作

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
日
本
に
お
け
る
影
絵
映
画
の
系
譜
に
つ
い
て
は
以

下
の
論
考
が
詳
し
い

―
牧
野
守
「
草
創
期
の
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
に
於

け
る
前
衛
性
に
つ
い
て

―
シ
ル
エ
ッ
ト
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
四
人
の
シ
ネ
ア

ス
ト
」、『
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』、
第
三
巻
・
第
二
号
A
、
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
学
会
、
二
〇
〇
二
年
、
お
よ
び
佐
野
明
子
「「
影
絵
映
画
」
再
考

―
戦
前
・

戦
中
期
を
中
心
に
」、『
表
象
と
文
化
Ⅲ

―
言
語
文
化
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

二
〇
〇
五
』、
大
阪
大
学
大
学
院
言
語
文
化
研
究
科
、
二
〇
〇
六
年
。

（
66
）  

Gom
brich, op. cit., pp. 52 -53 . 

ち
な
み
に
、「
田
舎
の
礼
節
」(Rustic 

Civility)

ま
た
は
「
出
来
事
の
予
感
」（Com

ing Events
）
の
題
名
で
知
ら
れ

る
こ
の
絵
画
は
、
当
初
、
コ
リ
ン
ズ
が
一
八
三
二
年
に
制
作
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
人
気
の
高
さ
か
ら
翌
三
三
年
に
彼
自
身
が
同
じ
題
材
の
複
製
画
を
描
い

た
〔
図
6
〕。
両
者
は
絵
柄
の
細
部
が
わ
ず
か
に
異
な
る
ほ
か
、
寸
法
（
前
者
が

七
一
×
九
一
・
五
セ
ン
チ
、
後
者
が
四
五
・
六
×
六
一
セ
ン
チ
）
や
所
蔵
者
（
前
者

は
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
後
者
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア

ル
バ
ー
ト
博
物
館
）
も
違
う
。
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
著
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
絵
柄
と
寸
法
と
所
蔵
者
の
表
示
か
ら
原
画
の
方
と
判
断
さ
れ
る
が
、
で
あ
る

な
ら
ば
制
作
年
代
は
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
八
三
三
年
で
は
な
く
三
二
年
が

正
し
い

―see V
ictoria and A

lbert M
useum

 online catalogue, http://
collections.vam

.ac.uk/item
/O

17373 /rustic-civility-oil-painting-collins-
w

illiam
-ra/

〔
最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
九
月
七
日
〕

（
67
）  

Gom
brich, op. cit., p. 55 . 

こ
の
作
品
は
、
十
字
架
に
架
け
ら
れ
た
キ
リ
ス

ト
が
最
後
に
発
し
た
と
さ
れ
る
言
葉
に
因
ん
だ
「
ゴ
ル
ゴ
タ

―
事
畢を

は

り
ぬ
」

(Golgotha: Consum
m

atum
 est)

と
い
う
別
題
で
も
知
ら
れ
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ

も
そ
ち
ら
を
採
っ
て
い
る
が
、
同
作
を
所
蔵
す
る
オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
カ
タ
ロ

グ
で
は
「
エ
ル
サ
レ
ム
」
が
選
択
＝
優
先
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
れ

に
従
っ
た

―voir le catalogue en ligne du M
usée d’ O

rsay, https://
w

w
w

.m
usee-orsay.fr/fr/oeuvres/jerusalem

-25601

〔
最
終
閲
覧
二
〇
二
一

年
九
月
七
日
〕、『
オ
ル
セ
ー
美
術
館
展　

印
象
派
の
誕
生

―
描
く
こ
と
の
自

由
』、
国
立
新
美
術
館
・
読
売
新
聞
東
京
本
社
、
二
〇
一
四
年
、
九
二
頁
。

（
68
）  

た
だ
し
、
こ
こ
に
現
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
影
は
使
徒
た
ち
の
そ
れ
と
比
べ
て
巨
大

で
あ
り
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
浜
辺
に
長
く
伸
ば
し
て
置
か
れ
た
黒
い
網
と
合
わ

さ
っ
て
十
字
を
作
る
と
い
う
、
造
形
的
な
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ

に
も
影
に
対
す
る
映
画
的
な
作
為
が
見
て
と
れ
る
。

（
69
）  

松
崎
仁
「
障
子
に
う
つ
る
影

―
影
絵
演
出
の
諸
相
」、『
舞
台
の
光
と
影

―

近
世
演
劇
新
攷
』、
森
話
社
、
二
〇
〇
四
年
、
所
収
。
同
書
に
つ
い
て
ご
教
示
い

た
だ
い
た
児
玉
竜
一
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。

（
70
）  

『
大
菩
薩
峠
』
三
部
作
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
影
の
形
象
が
し
ば
し
ば
劇
的
な

展
開
を
導
く
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
第
二
部
（
一
九
五
八
）
で
は
、
悪
辣
な
神
尾

主
膳
が
お
豊
を
手
籠
に
す
る
さ
ま
が
障
子
に
影
と
な
っ
て
映
り
、
そ
の
直
後
に
お

豊
は
自
害
す
る
。
さ
ら
に
完
結
篇
（
一
九
五
九
）
で
も
、
財
産
目
当
て
で
神
尾
に

言
い
寄
ら
れ
た
お
銀
が
、
常
に
纏
っ
て
い
る
頭
巾
を
外
し
て
顔
の
痣
を
晒
し
、
な

お
も
迫
る
神
尾
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
刹
那
、
そ
の
姿
が
障
子
に
影
を
投
げ
か
け

る
。
結
局
、
龍
之
介
の
助
け
で
窮
地
を
脱
し
た
お
銀
は
、
そ
の
後
、
二
人
で
と
あ

る
名
主
の
館
に
身
を
寄
せ
る
が
、
そ
の
場
面
で
は
、
ま
ず
お
銀
が
縁
側
の
障
子
の

面お
も
て

を
進
む
影
と
し
て
登
場
し
、
次
い
で
名
主
と
の
会
話
か
ら
、
そ
こ
が
か
つ
て

龍
之
助
が
殺
め
た
妻
の
実
家
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
顔
の
痣
と
い
う
秘
め

ら
れ
た
翳
り
の
刻
印
の
暴
露
か
ら
、
影
に
導
か
れ
た
思
い
が
け
な
い
事
実
の
露
呈

に
至
る
ま
で
、
陰
影
が
織
り
な
す
呼
応
の
編
み
目
と
し
て
興
味
深
い
。

（
71
）  

Philippe D
ubois, L

’ acte photographique (1983 ), seconde édition 
augm

entée, Paris, N
athan, 1990 , p. 120  (souligné dans l’ original). 

た
だ
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し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
影
が
そ
の
ま
ま
対
象
の
実
在
を
「
明
言
す
る
」
と

は
限
ら
ず
、
そ
こ
に
介
在
す
る
曖
昧
さ
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に

す
る
。

（
72
）  
岡
戸
敏
幸
「「
影
」
と
肖
像
」、『
日
本
の
美
学
』、
第
二
一
号
、
一
九
九
四
年
七

月
。
同
「
江
戸
の
幻
影
」、『
is
』、
No.　

67
、
前
掲
書
、
所
収
。
同
「「
影
絵
」
の

十
九
世
紀

―
人
は
「
影
」
に
何
を
見
て
き
た
か
？
」
お
よ
び
「
作
品
解
説
」、

『「
影
絵
」
の
十
九
世
紀
』、
前
掲
書
、
所
収
。

（
73
）  

岡
戸
「「
影
絵
」
の
十
九
世
紀
」、
前
掲
論
文
、
七
一
頁
。
次
の
引
用
も
同
所
。

（
74
）  

R
oland B

arthes, L
a cham

bre claire (1980 ), repris dans Œ
uvres 

com
plètes, t. V

, Paris, Seuil, 2002 , chaps. 32 , 47 , et passim

（
バ
ル
ト
『
明

る
い
部
屋
』、
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
、
三
二
章
、
四
七
章
、

お
よ
び
随
所
に
）。

（
75
）  

フ
ィ
ル
ム
を
用
い
な
い
（
す
な
わ
ち
露
光
・
現
像
・
焼
付
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
な

い
）
デ
ジ
タ
ル
・
カ
メ
ラ
で
あ
っ
て
も
、
撮
影
し
た
写
真
画
像
が
表
示
さ
れ
る
の

は
言
う
ま
で
も
な
く
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
後
で
あ
る
。

（
76
）  

班
固
『
漢
書
』、
第
八
巻
「
列
伝
Ⅴ
」、
小
竹
武
夫
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一
九
九
八
年
、
一
四
七
―
一
四
九
頁
。

（
77
）  

岡
戸
「「
影
」
と
肖
像
」、
前
掲
論
文
、
一
三
三
頁
。

（
78
）  

『
白
楽
天
詩
選
（
上
）』、
川
合
康
三
訳
注
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
一
年
、

一
八
五
―
一
九
三
頁
。

（
79
）  

Stoichita, op. cit., éd. fr., pp. 108 -111 /Eng. ed., pp. 104 -106
（
ス
ト
イ

キ
ツ
ァ
、
前
掲
書
、
一
三
三
―
一
三
六
頁
）。

（
80
）  

Ibid., éd. fr., pp. 111 -114 /Eng. ed., pp. 106 -110

（
同
書
、
一
三
六
―

一
四
〇
頁
）。

（
81
）  

五
〇
年
の
時
を
経
て
発
見
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
写
真
は
、
港
千
尋
、
マ
リ
ー
＝

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ナ
ヴ
ァ
セ
ル
編
『H

iroshim
a 1958

』（
イ
ン
ス
ク

リ
プ
ト
、
二
〇
〇
八
年
）
に
関
係
資
料
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
拙
稿
書

評
「
二
十
四
時
間
の
情
事
、
一
週
間
の
猶
予
、
五
十
年
の
踏
破

―
『H

iroshim
a 

1958

』」（『
図
書
新
聞
』、
二
〇
〇
九
年
三
月
二
八
日
）
を
参
照
せ
よ
。

（
82
）  

作
品
中
の
字
幕
（
ス
ペ
イ
ン
語
）
で
は
、
ゼ
ウ
ク
シ
ス
が
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
を

描
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
『
博
物
誌
』
に
は
「
ア
グ
リ
ゲ
ン
ト
ゥ

ム
市
の
た
め
に
、
公
費
で
ラ
キ
ニ
ア
の
ヘ
ラ
の
神
殿
に
納
め
る
絵
」
を
描
い
た
と

の
み
記
さ
れ
て
お
り
（
第
Ⅲ
巻
、
前
掲
書
、
第
三
五
巻
、
第
三
六
章
・
第
六
四

節
）、
ま
た
キ
ケ
ロ
ー
の
『
発
想
論
』
で
は
、
ゼ
ウ
ク
シ
ス
は
ク
ロ
ト
ン
市
の
ヘ

ラ
神
殿
の
た
め
に
、
ト
ロ
イ
ア
戦
争
の
原
因
と
な
っ
た
ト
ロ
イ
の
ヘ
レ
ネ
の
肖
像

を
描
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
』、
第
六
巻
、
片
山
英
男
訳
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
、
第
二
巻
、
第
一
章
）。
こ
の
逸
話
を
ゲ
リ
ン

は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
派
の
探
究
と
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
周
知
の
通

り
、
そ
こ
で
は
異
な
る
場
所
で
撮
影
し
た
断
片
を
組
み
合
わ
せ
て
映
画
的
空
間
を

創
造
す
る
「
実
在
し
な
い
風
景
」
の
実
験
と
と
も
に
、
複
数
の
女
性
の
身
体
部
分

の
映
像
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
す
る
「
実
在
し
な
い
女
性
」
の
実
験
も
行
わ
れ
た

―

voir Georges Sadoul, H
istoire générale du ciném

a, t. 5 , Paris, D
enoël, 

1975 , pp. 321 -322

（
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ド
ゥ
ー
ル
『
世
界
映
画
全
史
』、
第
一
〇

巻
、
丸
尾
定
・
小
松
弘
訳
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
、
一
二
三
―
一
二
五
頁
、

参
照
）。

（
83
）  

こ
の
映
画
お
よ
び
ダ
ン
ス
は
、
も
と
も
と
ゲ
リ
ン
の
企
画
に
よ
り
セ
ゴ
ビ
ア
の

エ
ス
テ
バ
ン
・
ビ
セ
ン
テ
現
代
美
術
館
で
行
わ
れ
た
展
覧
会
「
コ
リ
ン
ト
の
婦

人

―
あ
る
映
画
的
素
描
」（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
〜
二
〇
一
一
年
八
月
）
の
一

環
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
図
録
はJosé Luis Guerin, La dam

a 
de C

orinto: U
n esbozo cinem

atográfico, Segovia, M
useo de A

rte 
Contem

poráneo Esteban V
icente, 2011 .

（
84
）  

訳
文
は
作
品
中
の
字
幕
に
基
づ
く
が
、『
博
物
誌
』
か
ら
の
引
用
個
所
は
、
前

段
が
第
三
五
巻
、
第
四
〇
章
・
第
一
四
五
節
、
後
段
が
同
巻
、
第
一
〇
章
・
第

二
八
節
。
出
典
の
確
認
に
あ
た
っ
て
『
博
物
誌
』
の
ラ
テ
ン
語
原
文
に
つ
い
て
ご

教
示
い
た
だ
い
た
宮
城
徳
也
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。

（
85
）  

M
ilner, op. cit., chap. II (« L

’ om
bre de D

ieu »). 

な
お
、
引
用
文
は
日
本

聖
書
協
会
の
『
聖
書　

新
共
同
訳
』
に
よ
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
密
雲
」
と
訳

さ
れ
て
い
る
表
現
は
、
ミ
ル
ネ
ー
ル
が
依
拠
し
て
い
る
仏
訳
版
（
定
本
と
さ
れ
る
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『
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』La Bible de Jérusalem

）
で
は« la nuée obscure »

と
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
「
暗
雲
」
と
も
解
せ
る
。

（
86
）  

Stoichita, op. cit., éd. fr., pp. 68 -79 /Eng. ed., pp. 67 -82

（
ス
ト
イ
キ

ツ
ァ
、
前
掲
書
、
八
七
―
一
〇
〇
頁
）。

（
87
）  

See Jean-Jacques R
ivard, “ A

 H
ierophany in C

hichén Itzá” , 
K

atunob: A
 N

ew
sletter-B

ulletin on M
esoam

erican A
nthropology, 

V
ol. 7 , N

o. 3 , Septem
ber 1969  (issued in 1970 ), and A

nthony F. A
veni, 

Skyw
atchers of A

ncient M
exico, A

ustin, U
niversity of T

exas Press, 
1980 , pp. 285 -286 . 

青
山
和
夫
『
マ
ヤ
文
明
を
知
る
事
典
』、
東
京
堂
出
版
、

二
〇
一
五
年
、
一
五
一
頁
を
参
照
。

（
88
）  

こ
の
垂
迹
画
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
を
参
照
せ
よ

―
平
田
寛
「
仁
和
寺
蔵
八

幡
神
影
向
図
」、『
国
華
』、
第
一
二
四
九
号
、
一
九
九
九
年
、
お
よ
び
萩
原
裕
貴

「
仁
和
寺
蔵
僧
形
八
幡
神
影
向
図
小
考

―
神
と
の
密
約
」、『
芸
術
学
研
究
』、
第

一
号
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
研
究
室
、
二
〇
〇
六
年
。

（
89
）  

近
松
門
左
衛
門
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』、
鳥
越
文
蔵
ほ
か
校
注
・
訳
『
近
松
門

左
衛
門
集
』
第
三
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
、
二
二
九
―
二
三
二
頁
。

（
90
）  

並
木
宗
輔
『
一
谷
嫩
軍
記
』、
祐
田
善
雄
校
注
『
文
楽
浄
瑠
璃
集
』、
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
、
所
収
、
二
四
二
―
二
四
三
頁
。

（
91
）  

A
um

ont, Le m
ontreur d’ om

bre, op. cit., pp. 34 -35 .

（
92
）  

今
日
で
は
政
治
的
適
正
さ
の
見
地
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
先
住
民
」
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
け
る
西
部
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は

紛
れ
も
な
く
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
し

た
歴
史
的
事
実
を
尊
重
し
て
そ
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
93
）  

A
lbert Laffay, Logique du ciném

a, Paris, M
asson, 1964 , pp. 81 -82 .

（
94
）  

Gérard Genette, « D
iscours du récit », dans Figures III, Paris, 

Seuil, 1972 , p. 76

（『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』、
花
輪
光
・
和
泉
凉
一
訳
、
書

肆
風
の
薔
薇
、
一
九
八
五
年
、
二
二
頁
）。
な
お
、
邦
訳
で
は « instance 

narrative »

が
「
語
り
の
審
級
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不
適
当
で
あ

る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
注
で
断
っ
て
い
る
通
り
、
こ
こ
で
の instance

の
概
念

は
「
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
が
「
言
述
の
発
現
」(instance de discours)

に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
意
味
に
お
い
て
」、
す
な
わ
ち
、
潜
在
的
な
言
語
構
造
（
ラ
ン

グ
）
が
、
現
実
の
状
況
の
中
で
、
発
話
の
主
体
に
よ
っ
て
言
語
実
践
（
パ
ロ
ー

ル
）
と
し
て
現
働
化
さ
れ
る
作
用
と
局
面
を
指
す
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
が
裁
判
の
審
級
制
度
に
な
ぞ
ら
え
て
心
的
装
置

の
機
構
を
論
じ
た
際
の
「
審
級
」(Instanz)

と
は

―
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
同
じ

instance

と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
る
に
せ
よ

―
明
ら
か
に
語
義
が
異
な
る
。

ち
な
み
に
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
が
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
は
『
一
般
言
語

学
の
諸
問
題
』
の
「
Ⅴ　
言
語
に
お
け
る
人
間
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
邦
訳
で

は « instance de discours »

が
「
話わ

の
現
存
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
（Em

ile 
B

enveniste, P
roblèm

es de linguistique générale, Paris, G
allim

ard, 
1966 , « V

. L
’ hom

m
e dans la langue ».

『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』、
岸
本

通
夫
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
、「
Ⅴ　

言
語
に
お
け
る
人
間
」）。
ま

た
、『
ラ
ル
ー
ス
言
語
学
用
語
辞
典
』
で
は
こ
の
術
語
が
「
談
話
の
具
体
例
」
と

訳
さ
れ
て
い
る
（Jean D

ubois et al., D
ictionnaire de linguistique, Paris, 

Larousse, 1973 , p. 264 .

『
ラ
ル
ー
ス
言
語
学
用
語
辞
典
』、
伊
藤
晃
ほ
か
編
訳
、

大
修
館
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
六
頁
）。

（
95
）  

C
hristian M

etz, L
’ énonciation im

personnelle, ou le site du 
film

, Paris, M
éridiens K

lincksieck, 1991 , notam
m

ent chap. I 
(« L

’ énonciation anthropoïde »).

（
96
）  

Francesco Casetti, « Les yeux dans les yeux », Com
m

unications, 
n

o 38  (« Enonciation et ciném
a »), 1983 .

（
97
）  

同
書
全
体
の
内
容
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
拙
稿
書
評
を
参
照
さ
れ
た
い

―

「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
著
『
非
人
格
の
言
表
作
用
、
あ
る
い
は
映
画
の
場
』」、

『
映
像
学
』、
第
四
七
号
、
日
本
映
像
学
会
、
一
九
九
二
年
三
月
。

（
98
）  

A
ndré Bazin, « Le Journal d’ un curé de cam

pagne et la stylistique 
de Robert Bresson », Cahiers du ciném

a, n
o 3 , juin 1951 , repris dans 

Q
u’ est-ce que le ciném

a ?, t. II, Paris, Cerf, 1959 , pp. 49 -50 , et E
crits 

com
plets, édition établie, annotée et présentée par H

ervé Joubert-
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Laurencin, t. I, Paris, M
acula, 2018 , p. 721

（
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
「『
田

舎
司
祭
の
日
記
』
と
ロ
ベ
ー
ル
・
ブ
レ
ッ
ソ
ン
の
文
体
論
」、『
映
画
と
は
何
か

（
上
）』、
野
崎
歓
ほ
か
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
二
〇
六
／
二
〇
八
頁
）。

（
99
）  

V
oir A

ndré B
azin, « P

our un ciném
a im

pur: D
éfense de 

l’ adaptation » (dans G
eorges-M

ichel B
ovay (dir), C

iném
a, un œ

il 
ouvert sur le m

onde, Lausanne, La Guilde du Livre, 1952 ), repris en 
version abrégée dans Q

u’ est-ce que le ciném
a ?, t. II, op. cit., pp. 7 -32 , 

et en version intégrale dans E
crits com

plets, t. I, op. cit., pp. 822 -831

（
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
「
不
純
な
映
画
の
た
め
に

―
脚
色
の
擁
護
」、『
映
画
と

は
何
か
（
上
）』、
前
掲
書
、
所
収
を
参
照
せ
よ
）。

（
100
）  

Bazin, « Le Journal d’ un curé de cam
pagne... », Q

u’ est-ce que le 
ciném

a ?, t. II, op. cit., pp. 44 -45 , et E
crits com

plets, t. I, op. cit., p. 720

（
バ
ザ
ン
「『
田
舎
司
祭
の
日
記
』
と
ロ
ベ
ー
ル
・
ブ
レ
ッ
ソ
ン
の
文
体
論
」、
前

掲
書
、
一
九
八
―
二
〇
〇
頁
）。

（
101
）  

拙
稿
「
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
再
考

―
映
画
に
お
け
る
自
己
反
省
作
用
の
概
念

を
め
ぐ
っ
て
」、『
映
画
学
』、
第
一
号
、
映
画
学
研
究
会
、
一
九
八
七
年
五
月
。

（
102
）  

窓
の
格
子
が
床
の
上
に
十
字
形
の
影
を
落
と
す
こ
の
意
匠
は
ド
ラ
イ
ヤ
ー

が
脚
本
に
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る(voir Carl T

h. D
reyer, Œ

uvres 
ciném

atographiques 1926 -1934 , présenté et annoté par M
aurice 

D
rouzy et Charles T

esson, Paris, Ciném
athèque française, 1983 , pp. 

51 -53 )

。
こ
の
作
品
の
脚
本
は
ド
ラ
イ
ヤ
ー
と
ジ
ョ
ゼ
フ
・
テ
ル
テ
イ
ユ
の
共
作

と
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
ル
テ
イ
ユ
が
執
筆
し
た
物
語
調
の
脚
本
原
案
（Joseph 

D
elteil, La Passion de Jeanne d’ A

rc, Paris, Ed. M
.-P. T

rém
ois, 1927

）

は
多
分
に
恣
意
的
な
潤
色
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
嫌
っ
た
ド
ラ
イ
ヤ
ー
は
歴
史

学
者
の
ピ
エ
ー
ル
・
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
顧
問
に
迎
え
て
、
異
端
審
問
を
克
明
に
追
っ

た
最
終
版
の
脚
本
を
完
成
さ
せ
た
（voir M

aurice D
rouzy, « Introduction » 

au scénario de L
a P

assion de Jeanne d’ A
rc, dans D

reyer, op. cit., 
pp. 29 -30

）。
前
掲
の
脚
本
集
に
付
さ
れ
た
モ
ー
リ
ス
・
ド
ル
ジ
ー
と
シ
ャ
ル

ル
・
テ
ッ
ソ
ン
に
よ
る
注
記
か
ら
わ
か
る
通
り
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
最
終
版

に
も
デ
ル
テ
イ
ユ
の
原
案
か
ら
若
干
の
要
素
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
ド

ル
ジ
ー
が
別
の
著
作
で
（M

aurice D
rouzy, Carl T

h. D
reyer, né N

ilsson, 
Paris, C

erf, 1982 , p. 240 , et « U
ne œ

uvre de foi « en l’ art et la 
vérité » », L

’ A
vant-scène ciném

a, n
o 367 -368  (« Carl T

h. D
reyer, La 

passion de Jeanne d’ A
rc »), janvier-février 1988 , p. 9

）、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
藁

で
王
冠
を
編
む
様
子
に
加
え
て
、
窓
の
格
子
が
床
に
十
字
の
影
を
落
と
す
趣
向
も

デ
ル
テ
イ
ユ
の
原
案
に
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
誤
り
。
デ
ル
テ
イ
ユ
が
描

写
し
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
藁
で
王
冠
を
編
む
ほ
か(D

elteil, op. cit., p. 
67 )

、
二
本
の
藁
を
組
み
合
わ
せ
て
床
に
十
字
を
作
る
情
景
で
あ
る(ibid., p. 18 )

。

（
103
）  

Jacques A
um

ont, V
am

pyr, Crisnée (Belgique), Y
ellow

 N
ow

, 1993 , 
p. 63 .

（
104
）  

Ibid., p. 19 . 

ち
な
み
に
、「
鏡
の
内
に
、
お
ぼ
ろ
げ
に
」
と
い
う
表
現
は
、
新

訳
聖
書
の
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」、
第
一
三
章
・
第
一
二
節
の
記
述

に
由
来
す
る
。

（
105
）  

M
ilner, L

’ envers du visible, op. cit., p. 424 .

（
106
）  

A
um

ont, Le m
ontreur d’ om

bre, op. cit., p. 30 .

（
107
）  

『
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
写
真
』
を
著
し
た
ジ
ャ
ン
・
ク
レ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
ュ
シ
ャ

ン
自
身
が
直
接
写
真
で
表
現
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
彼
の
写
真
作
品

と
さ
れ
る
も
の
で
も
実
際
に
は
マ
ン
・
レ
イ
が
撮
っ
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
影
の
写
真
が
撮
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
ア
ト

リ
エ
の
壁
に
数
々
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
影
が
映
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
風

変
わ
り
な
の
で
友
人
た
ち
が
写
真
に
撮
る
こ
と
を
勧
め
た
か
ら
で
あ
っ
た

―

Jean Clair, D
ucham

p et la photographie, Paris, Chêne, 1977 , pp. 6  et 
10 .

（
108
）  

M
arcel D

ucham
p, D

ucham
p du signe: E

crits (1975 ), nouvelle 
édition, D

ucham
p du signe suivi de N

otes, écrits réunis et présentés 
par M

ichel Sanouillet et Paul M
atisse, Paris, Flam

m
arion, 2008 , p. 69  

(« om
bres portées de Readym

ades ») (souligné dans l’ original)

（
マ
ル

セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
著
／
ミ
シ
ェ
ル
・
サ
ヌ
イ
エ
編
『
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
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全
著
作
』、
北
山
研
二
訳
、
未
知
谷
、
一
九
九
五
年
、
七
一
―
七
二
頁
（「
レ
デ
ィ

メ
イ
ド
の
射
影
」）。
強
調
は
原
文
。
邦
訳
の
底
本
は
一
九
七
五
年
刊
の
原
書
初

版
）。

（
109
）  

Ibid., p. 108  (« O
m

bres portées ») (souligné dans l’ original)

（
同
書
、

一
四
七
―
一
四
八
頁
（「
射
影
」）。
強
調
は
原
文
）。

（
110
）  

A
rturo Schw

arz, T
he Com

plete W
orks of M

arcel D
ucham

p (1969 ), 
third revised and expanded edition, V

ol. 2 , N
ew

 Y
ork, D

elano 
Greenidge Editions, 1997 , p. 657  (N

o. 353  “ T
he Corkscrew

’ s Shadow
” ) 

and p. 658  (N
o. 354  “ T

u m
’  ” ).

（
111
）  

こ
の
回
答
に
関
す
る
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
の
記
述
（Stoichita, op. cit., éd. fr., 

p. 214 /Eng. ed., p. 196 . 

ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
、
前
掲
書
、
二
五
五
頁
。
フ
ラ
ン
ス

語
版
で« D

ucham
p proposa de considérer l’ om

bre seule com
m

e un 
« vrai ready-m

ade » »

、
英
語
版
で“ It w

as D
uham

p’ s intention that the 
shadow

 alone be considered as a ‘ real readym
ade’  ”

）
は
、
邦
訳
で
は

「
彼
は
「
真
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
」
と
見
な
し
う
る
の
は
影
だ
け
だ
と
考
え
て
い
た
」

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
一
連
の
レ
デ
ィ
メ
イ

ド
作
品
本
体
の
意
義
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
し
、
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ

が
言
及
し
て
い
る
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
の
カ
タ
ロ
グ
に
引
用
さ
れ
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
か

ら
の
回
答
（
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
が
参
照
し
た
の
は
同
カ
タ
ロ
グ
の
第
二
版
で
あ
る

が
、
増
補
改
訂
さ
れ
た
第
三
版
に
も
同
じ
回
答
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
の
実
際
の

文
面
は
本
文
に
訳
出
し
た
通
り
で
あ
っ
て
（
原
文
は “ O

ne m
ay consider the 

shadow
 of the corkscrew

 as a Readym
ade rather than the corkscrew

 
itself”

）、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
影
だ
け
を
「
真
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
」
と
み
な
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
ス
ト
イ
キ
ツ
ァ
も
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
112
）  

V
oir Pierre C

abanne, E
ntretiens avec M

arcel D
ucham

p (1967 ), 
seconde édition, M

arcel D
ucham

p, Ingénieur du tem
ps perdu: 

E
ntretiens avec Pierre Cabanne, Paris, Pierre Belfond, 1977 , p. 102

（
マ

ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
、
ピ
エ
ー
ル
・
カ
バ
ン
ヌ
『
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
語
る
』、
岩

佐
鉄
男
・
小
林
康
夫
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
二
〇
頁
を
参
照
せ
よ
。

邦
訳
の
底
本
は
一
九
六
七
年
刊
の
同
書
初
版
）。

（
113
）  

Stoichita, op. cit., éd. fr., pp. 213 -217 /Eng. ed., pp. 196 -199

（
ス
ト
イ

キ
ツ
ァ
、
前
掲
書
、
二
五
四
―
二
五
九
頁
）。

（
114
）  

D
ucham

p, D
ucham

p du signe, suivi de N
otes, op. cit., pp. 110 -139  

(« A
 l’ infi�nitif (la Boîte blanche »)

（
デ
ュ
シ
ャ
ン
著
／
サ
ヌ
イ
エ
編
、
前
掲

書
、
一
五
一
―
二
〇
三
頁
（「
不
定
詞
で 

〈
ホ
ワ
イ
ト
・
ボ
ッ
ク
ス
〉
」））。

（
115
）  

V
oir, entre autres, Jean C

lair, M
arcel D

ucham
p ou le grand 

fi�ctif : essai de m
ythanalyse du grand verre, Paris, Galilée, 1975 , et 

Sur M
arcel D

ucham
p et la fi�n de l’ art, Paris, Gallim

ard, 2000 , pp. 21 -
27  (passage intitulé « D

e Flatland à la quatrièm
e dim

ension ») et les 
deux chapitres intitulés respectivem

ent « T
haum

aturgus opticus » 
et « La boîte m

agique »; voir égalem
ent Jean-François Lyotard, Les 

transform
ateurs D

ucham
p, Paris, Galilée, 1977 , pp. 120 -125 ; T

hierry 
de D

uve, N
om

inalism
e pictural: M

arcel D
ucham

p, la peinture et la 
m

odernité, Paris, M
inuit, 1984 , pp. 53 -55

（
テ
ィ
エ
リ
ー
・
ド
・
デ
ュ
ー

ヴ
『
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン　

絵
画
唯
名
論
を
め
ぐ
っ
て
』、
鎌
田
博
夫

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
、
五
〇
―
五
二
頁
） ; Calvin T

om
kins, 

D
ucham

p: A
 B

iography (1996 ), revised edition, N
ew

 Y
ork, T

he 
M

useum
 of M

odern A
rt, 2014 , pp. 439 -441

（
カ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ト
ム
キ
ン

ズ
『
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
』、
木
下
哲
夫
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、

四
五
九
―
四
六
〇
頁
。
邦
訳
の
底
本
は
一
九
九
六
年
刊
の
同
書
初
版
）
な
ど
を
参

照
せ
よ
。

（
116
）  

東
野
芳
明
『
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
』、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
七
年
、

八
七
―
八
八
頁
。

（
117
）  

See T
om

kins, op. cit., pp. 244 , 250 , 259 -260 , 263

（
ト
ム
キ
ン
ズ
、
前
掲

書
、
二
五
二
、
二
五
八
、
二
六
七
、
二
七
一
頁
を
参
照
）。

（
118
）  
同
作
の
配
役
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
ト
ー
が
マ
ラ
ー
役
で
出
演
し
た
ア
ベ
ル
・
ガ

ン
ス
の
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
』（
一
九
二
七
）
の
配
役
も
手
が
け
た
ル
イ
・
オ
ス
モ
ン

が
、
今
日
で
言
う
「
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
」
の
役
割
を
果
た
し
、
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特
色
あ
る
顔
ぶ
れ
を
揃
え
る
こ
と
に
貢
献
し
た

―L
’ A

vant-scène ciném
a, 

n
o 367 -368 , op. cit., p. 40  (« Générique et notes rédigés par Lenny 

Borger ») note 4 .

（
119
）  
画
家
の
ジ
ャ
ン
・
ユ
ゴ
ー
（
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
曾
孫
）
と
、
そ
の
妻
で

自
身
も
画
家
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
・
ユ
ゴ
ー
は
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー

と
〝
六
人
組
〞
に
よ
る
バ
レ
エ
作
品
『
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
の
花
嫁
花
婿
』（
一
九
二
一
）

の
美
術
や
衣
裳
を
と
も
に
手
が
け
、『
裁
か
る
ゝ
ジ
ャ
ン
ヌ
』
の
製
作
に
も
夫
妻

で
参
加
し
た
。
し
か
し
、『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
で
知
ら
れ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ヴ
ァ

ル
ム
と
と
も
に
美
術
を
担
当
し
た
ジ
ャ
ン
は
、
そ
の
無
邪
気
な
気
質
や
趣
向
が

ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
厳
格
な
完
璧
主
義
と
相
容
れ
ず
、
や
が
て
任
を
離
れ
た
。
一
方
、

ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
は
夫
の
離
脱
後
も
献
身
的
か
つ
情
熱
的
に
協
力
し
、
こ
の
作

品
の
成
功
に
大
き
く
貢
献
し
た

―
voir, entre autres, Cathy Bernheim

, 
V

alentine H
ugo, Paris, Presses de la R

enaissance, 1990 , chap. 21  
(« Passion »), et Jean H

ugo, Le regard de la m
ém

oire, Le Paradou, 
A

ctes Sud, 1983 , pp. 257 -259 , 268 , 272 -273 .

（
120
）  

一
九
二
四
年
秋
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
っ
た
ア
ル
ト
ー

は
、
二
六
年
秋
に
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
ら
か
ら
除
名
を
宣
告
さ
れ
た
後
、
二
七

年
五
〜
一
一
月
に
行
わ
れ
た
『
裁
か
る
ゝ
ジ
ャ
ン
ヌ
』
の
撮
影
に
参
加
し
た
。
そ

の
後
、『
貝
殻
と
僧
侶
』（
ジ
ェ
ル
メ
ー
ヌ
・
デ
ュ
ラ
ッ
ク
、
一
九
二
八
）
の
公
開

に
際
し
、
ア
ル
ト
ー
の
脚
本
の
意
図
が
歪
め
ら
れ
た
と
し
て

―
当
時
、
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
一
員
で
あ
っ
た
サ
ド
ゥ
ー
ル
の
回
顧
に
よ
れ
ば
、「
数
ヶ
月
だ

け
、
グ
ル
ー
プ
が
ア
ル
ト
ー
を
も
う
一
度
受
け
入
れ
た
」
の
で

―
一
九
二
八

年
二
月
に
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
上
映
館
の
ス
テ
ュ
デ
ィ
オ
・
デ
・
ズ

ル
シ
ュ
リ
ー
ヌ
に
押
し
か
け
て
騒
乱
を
起
こ
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
。
こ
れ

ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
せ
よ

―

M
aurice N

adeau, H
istoire 

du surréalism
e, Paris, Seuil, 1945 , p. 145

（
モ
ー
リ
ス
・
ナ
ド
ー
『
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
歴
史
』、
稲
田
三
吉
・
大
沢
寛
三
訳
、
思
潮
社
、
一
九
九
五
年

（
改
装
版
）、
一
四
八
―
一
四
九
頁
）；

A
ntonin A

rtaud, Œ
uvres com

plètes, 
t. III, Paris, Gallim

ard, 1978 , pp. 18 -25 , 65 -72 , 119 -123 , 125 -126 , 128 -

129

（『
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
著
作
集
Ⅲ　

貝
殻
と
牧
師　

映
画
・
演
劇
論

集
』、
坂
原
眞
里
訳
、
白
水
社
、
一
九
九
六
年
、
一
四
―
二
一
、
四
九
―
六
二

頁
。
邦
訳
は
原
書
全
集
第
二
巻
に
所
収
の
演
劇
関
係
の
文
章
と
、
第
三
巻
に

所
収
の
映
画
関
係
の
文
章
を
独
自
に
編
纂
し
た
も
の
）; A

ntonin A
rtaud, 

Œ
uvres, édition établie, présentée et annotée par Evelyne Grossm

an, 
Paris, Gallim

ard, 2004 , le chapitre consacré aux années 1926 -1928 , 
et « A

ntonin A
rtaud: V

ie et œ
uvre, par E

velyne G
rossm

an », 
pp. 1719 -1726 ; Georges Sadoul, « Souvenirs d’ un tém

oin », E
tudes 

ciném
atographiques, n

o 38 -39  (« Surréalism
e et ciném

a I »), printem
ps 

1965 ; A
lain et O

dette V
irm

aux, A
rtaud/D

ulac : L
a coquille et le 

clergym
an, essai d’ élucidation d’ une querelle m

ythique, Paris, Ed. 
Paris Expérim

ental, 1999 .
 

 

ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
・
ユ
ゴ
ー
も
ま
た
、
一
九
二
六
年
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

展
覧
会
で
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
や
ブ
ル
ト
ン
ら

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
と
深
い
親
交
を
結
び
、
三
〇
年
代
半
ば
頃
ま
で
グ
ル
ー

プ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
た
。
そ
の
間
、
夫
の
ジ
ャ
ン
と
は
次
第
に
疎
遠
と

な
り
、
二
人
は
一
九
三
二
年
に
離
婚
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
二
九
年
の
冬
、

当
時
、
芸
術
家
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
知
ら
れ
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
モ
ン

伯
爵
が
仮
装
舞
踏
会
を
催
し
た
際
に
、
常
連
で
あ
っ
た
夫
妻
は
ド
ラ
イ
ヤ
ー
を
誘

い
、
仮
装
は
せ
ず
に
平
服
で
参
加
し
た
ド
ラ
イ
ヤ
ー
と
、
映
画
出
演
を
希
望
し
て

い
た
ニ
コ
ラ
・
ド
・
ギ
ュ
ン
ズ
ブ
ー
ル
男
爵
を
引
き
合
わ
せ
て
、
そ
の
結
果
、
男

爵
が
出
資
し
て
（
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
の
芸
名
で
）
主
演
す
る
『
吸
血
鬼
』

が
企
画
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
せ
よ

―Bernheim
, op. cit., chap. 20  (« Les chem

ins divergeants »), et du 
chap. 22  (« Forces obscures ») au chap. 24  (« N

uit et jour ») ; Jean 
H

ugo, op. cit., pp. 251 , 318 -320 , 322 ; A
nne de M

argerie, V
alentine 

H
ugo 1887 -1968 , Paris, Jacques D

am
ase Editeur, 1983 , pp. 42 -44  

et l’ ensem
ble du chap. III (« Le tem

ps du surréalism
e 1930 -1940  »); 

Béatrice Seguin, « V
alentine H

ugo, du 16  m
ars (1887 ) au 16  m

ars 
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(1968 ) », dans V
alentine H

ugo: E
crits et entretiens radiophoniques, 

textes et docum
ents réunis par Béatrice Seguin, A

rles/Boulogne-
sur-M

er, A
ctes Sud/Bibliothèque M

unicipale de Boulogne-sur-M
er, 

2002 , pp. 18 -24 , et Jean-Pierre Cauvin, « Le surréalism
e de V

alentine 
H

ugo », ibid., pp. 167 -186 ; H
erm

an G
. and G

retchen W
einberg, 

“ V
am

pyr: A
n Interview

 w
ith Baron de Gunzburg” , Film

 C
ulture, 

N
o. 32 , Spring 1964 ; Charles T

esson, « Introduction » au scénario de 
V

am
pyr, dans D

reyer, op. cit., p. 93 .

（
121
）  

D
rouzy, Carl T

h. D
reyer, né N

ilsson, op. cit., pp. 239 -240 .

（
122
）  

« V
am

pyr : scénario de Christen Jul et Carl T
h. D

reyer », dans 
D

reyer, op. cit., pp. 106  (souligné dans l’ original) et 113 .

（
123
）  

« Entre terre et ciel : entretien avec Carl T
. D

reyer par M
ichel 

D
elahaye », Cahiers du ciném

a, n
o 170 , septem

bre 1965 , repris dans 
La politique des auteurs, Paris, Cham

p Libre, 1972 , pp. 262 -263

（「
カ
ー

ル
・
Th
・
ド
ラ
イ
ヤ
ー
に
聞
く
（
聞
き
手
＝
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ラ
エ
）」、『
作
家
主

義

―
映
画
の
父
た
ち
に
聞
く
』、
奥
村
昭
夫
訳
、
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
五

年
、
四
二
五
―
四
二
七
頁
）, et égalem

ent repris dans Carl T
h. D

reyer, 
R

éfl�exions sur m
on m

étier, Paris, Cahiers du ciném
a/Ed. de l’ Etoile, 

1983 , pp. 134 -136 , rééd., 1997 , pp. 153 -154 .

（
124
）  

こ
の
作
品
は
仏
・
独
・
英
の
三
カ
国
語
で
製
作
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
ド
イ

ツ
語
版
が
現
存
し
て
い
る
が
、
主
人
公
の
名
は
前
者
で
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ

イ
、
後
者
で
は
ア
ラ
ン
・
グ
レ
イ
と
な
っ
て
い
る
。

〔
追
記
〕

本
稿
は
、〝
映
画
と
そ
の
分
身
〞
と
い
う
題
目
の
も
と
に
筆
者
が
か
ね
て
か

ら
取
り
組
ん
で
き
た
、
映
画
の
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
視
覚
的
表
象
の
主
題
系

に
関
す
る
研
究
の
内
、
書
物
と
し
て
ま
と
め
る
際
に
は
そ
の
第
一
章
を
な
す
予

定
の
も
の
で
あ
る
（「
結
論
」
に
当
た
る
部
分
が
な
い
の
は
そ
う
し
た
事
情
に

よ
る
も
の
と
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
）。
内
容
は
も
と
も
と
大
学
院
の
講
義
科

目
「
映
画
学
特
論
」
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
年
度
に
そ
の
一
部
を
、
二
〇
一
六

年
度
に
ほ
ぼ
全
体
を
講
じ
た
も
の
で
、
そ
の
後
、
い
っ
た
ん
論
文
に
ま
と
め
た

が
、
あ
ま
り
の
長
さ
ゆ
え
に
学
術
誌
に
発
表
で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。

今
般
、
大
学
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、
若
干
の
加
筆
修
正
を
行
っ
た
原
稿
を
、
本

誌
編
集
委
員
会
の
特
別
の
ご
配
慮
に
よ
り
掲
載
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
っ

た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

参
考
ま
で
に
書
物
全
体
の
構
想
を
簡
略
に
述
べ
て
お
く
と
、
ま
ず
最
初
の

パ
ー
ト
で
は
映
画
に
現
れ
る
影
と
反
映
と
い
う
、
映
ろ
う
イ
メ
ー
ジ
の
介
在
に

つ
い
て
論
じ
、
次
の
パ
ー
ト
で
は
絵
画
と
写
真
と
い
う
静
止
画
が
、
映
画
の
映

像
と
い
う
動
画
に
関
与
す
る
際
の
様
態
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
そ
の
上
で
、
本

誌
前
号
に
掲
載
さ
れ
た
ア
ス
ペ
ク
ト
性
に
関
わ
る
考
察
を
挟
ん
で
（
反
映
の
形

象
か
ら
こ
こ
ま
で
は
論
考
を
発
表
済
み
）、
最
後
に
、
映
画
の
テ
ク
ス
ト
内
に

現
れ
る
映
画
、
テ
レ
ビ
、
ヴ
ィ
デ
オ
な
ど
の
動
画
媒
体
の
事
例
を
検
討
し
て

（
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
二
〇
一
九
年
度
の
映
画
学
特
論
で
一
部
を
講
じ
た
が
、

論
文
は
未
発
表
）、
映
画
と
そ
の
分
身
の
相
関
が
織
り
な
す
映
画
の
自
己
反
省

作
用
の
全
体
像
を
描
き
出
す
、
と
い
う
こ
と
が
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
。
で
き

れ
ば
退
任
ま
で
に
上
梓
に
漕
ぎ
着
け
た
か
っ
た
が
、
自
身
の
怠
惰
と
非
力
さ
ゆ

え
に
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
た
め
、
未
発
表
で
あ
っ
た
最
初
の
章
な
り
と
も
読

者
諸
賢
に
お
示
し
し
よ
う
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
退
任
後
は
著
書
の
速
や
か

な
完
成
に
向
け
て
注
力
し
た
い
。


