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に
お
い
て
頂
点
に
到
達
す
る
。『
ヒ
ロ
シ
マ
・
モ
ナ
ム
ー
ル
』（
ア
ラ
ン
・

レ
ネ
、
一
九
五
九
）
の
完
成
し
な
い
リ
メ
イ
ク
映
画
を
制
作
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
即
興
演
出
や
長
回
し
を
用
い
て
、
カ
ッ
ト
の
掛
け
声
の
内
外
に

お
い
て
生
起
す
る
生
々
し
い
現
実
を
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

諏
訪
は
、
俳
優
や
ス
タ
ッ
フ
、
周
辺
環
境
を
含
ん
だ
雑
多
な
も
の
の
力
関

係
が
作
動
す
る
混
成
系
と
し
て
の
映
画
づ
く
り
を
目
指
し
た
。
そ
れ
は
、

映
画
の
制
作
主
体
を
解
体
す
る
こ
と
、「
個
の
単
一
の
主
体
を
何
と
か
ば

ら
ば
ら
に
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
の
こ
と
で
映
画
の
別
の
形
式
を
引
き

出
せ
な
い
か
」（3
）と
い
う
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
、「
公
共
性
」
に
開
か
れ

た
映
画
づ
く
り
を
模
索
す
る
諏
訪
の
方
法
論
で
あ
っ
た（

4
）。
し
か
し
こ
う

は
じ
め
に

『H
 

story

』
を
撮
影
し
た
後
、
映
画
と
の
関
係
を
見
失
っ
た
と
い
う

か
、
映
画
に
正
面
衝
突
し
て
自
分
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感

覚
が
あ
り
ま
し
た
。
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
や
っ
た
の
で
、
も
う
こ
れ

以
上
映
画
は
撮
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
。（1
）

　

諏
訪
敦
彦
（
一
九
六
〇
年
〜
）
は
キ
ャ
リ
ア
の
そ
の
初
期
か
ら
、
既
存

の
日
本
映
画
に
お
け
る
規
範
を
逸
脱
し
な
が
ら
独
自
の
作
品
づ
く
り
を
目

指
し
た
映
画
作
家
で
あ
っ
た（

2
）が
、
そ
れ
は
『H

 story

』（
二
〇
〇
一
）

論
説パ

リ
留
学
以
降
の
諏
訪
敦
彦

『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
を
中
心
と
し
て

板
井
仁



95　　パリ留学以降の諏訪敦彦

は
「
天
と
地
の
間
に
『
中
間
の
高
さ
』
を
作
り
」
出
す
こ
と
、「
言
葉
の

手
前
で
、
あ
る
い
は
彼
方
で
、
世
界
へ
の
信
頼
を
再
発
見
す
る
」
こ
と
、

「
身
体
を
信
じ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た（

8
）。
重
心
の
移
動
、
日
本
を
離
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
諏
訪
は
「
イ
メ
ー
ジ
の
接
続
過
剰
の
大
地
」
か
ら
身
を

引
き
剝
が
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
家
族
と
の
生
活
を
始
め
た
諏
訪
は
、
も
う
一

度
原
点
へ
と
立
ち
返
り
、
シ
ン
プ
ル
に
映
画
を
撮
る
こ
と
を
決
意
す
る
よ

う
に
な
る
。
こ
う
し
て
撮
影
さ
れ
た
の
が
『
不
完
全
な
ふ
た
り
』（
二
〇

〇
五
）
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
を
中
心
と
し
て
、
パ
リ
留
学
以
降

の
諏
訪
が
目
指
し
た
「
公
共
性
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ

い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

1
　
諏
訪
に
お
け
る
「
公
共
性
」

『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
は
、
別
れ
を
決
意
し
た
夫
婦
の
物
語
で
あ
る
。
全

編
フ
ラ
ン
ス
語
で
語
ら
れ
る
こ
の
作
品
で
は
、『H

 story

』
に
お
い
て
見

ら
れ
た
複
雑
な
編
集
方
法
は
排
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
定
点
キ
ャ
メ
ラ
に
よ

る
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
、
デ
ィ
ー
プ
フ
ォ
ー
カ
ス
の
長
回
し
に
よ
っ
て
撮
影

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で

の
諏
訪
の
作
品
同
様
、
俳
優
や
ス
タ
ッ
フ
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
映

画
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
撮
影
監
督
と
ア
ー
テ
ィ

し
て
制
作
さ
れ
た
『H

 
story

』
は
大
変
に
優
れ
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら

も
、
日
本
に
お
い
て
興
行
的
に
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る（

5
）と
同
時
に
、
あ

る
事
態
を

―
そ
れ
は
自
身
が
目
指
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
が

―
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。「
自
分
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
」
の
だ
。
諏
訪
は
規
範
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
当
然
と
さ
れ
て
い
る

現
実
に
問
い
を
差
し
挟
み
、
こ
れ
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
観
客
は
、
こ
の
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
を
批
評
の
対
象
と
し
て
捉
え
な
お

す
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
。
諏
訪
の
映
画
に
直
面
し
た
我
々
が
言
葉
を
失
っ

て
し
ま
う
の
は
、
問
い
を
差
し
挟
む
こ
と
に
よ
る
宙
吊
り
の
方
法
に
あ
る

だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
日
本
に
お
け
る
『H

 story
』
の
興
行
的
失
敗
は
、

問
い
の
過
剰
に
よ
っ
て
観
客
に
高
度
な
も
の
を
求
め
て
し
ま
っ
た
か
ら
、

と
い
う
理
由
も
否
定
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

6
）。

『H
 

story

』
撮
影
後
、
映
画
と
の
関
係
に
行
き
詰
ま
っ
た
諏
訪
は
、
文

化
庁
の
在
外
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
応
募
し
、
パ
リ
で
一
年
間
生
活
す
る
こ

と
を
決
断
す
る
。
制
作
主
体
の
解
体
は
、
あ
る
極
点
に
お
い
て
監
督
個
人

の
表
現
主
義
へ
と
反
転
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い（

7
）。
バ
ラ
バ
ラ

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
諏
訪
の
映
画
作
り
の
歩
み
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
渡
る
こ

と
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
中
間
の
高
さhauteur m

oyenne

」
と
形
容

す
る
も
の
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。「
中
間
の
高
さ
」
と
は
、
既
存
の

映
画
か
ら
の
逸
脱
を
目
指
し
た
こ
と
で
識
別
不
可
能
と
な
っ
た
点
か
ら
再

び
浮
上
す
る
た
め
、
世
界
を
信
じ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
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映
画
と
い
う
も
の
は
も
っ
と
公
共
な
も
の
に
開
か
れ
て
い
く
べ
き
、
と

思
っ
た
の
で
す
。
方
法
論
的
な
も
の
が
勝
つ
と
、
そ
れ
が
閉
じ
ち
ゃ
う

ん
だ
よ
ね
。〔
…
…
〕
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
に
関
わ
り
な
が
ら
、
誰
も

が
そ
こ
に
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
雑
多
な
も
の
を
組
織
し
な
が
ら
も
、

で
も
今
の
映
画
が
持
つ
主
要
な
言
語
が
失
っ
て
い
る
も
の
を
回
復
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
同
じ
よ
う
な
方
法
論
で
は
撮
れ
な
い
し
、

従
っ
て
違
う
も
の
の
見
方
に
お
い
て
や
り
た
い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
表

現
と
し
て
の
作
品
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
だ
け
で
は
済
ま
な
い
よ
う
な

映
画
の
公
共
性
に
開
か
れ
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
ま
す
よ
ね
。（11
）

『H
 

story

』
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
描
か
れ
て
き
た
人
物
た
ち
の
姿
は

み
な
共
同
の
歩
み
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
映
画
作
り
の
方
法

論
に
よ
っ
て
、
公
共
性
が
閉
じ
る
こ
と
に
結
び
つ
き
か
ね
な
い
事
態
へ
と

向
か
っ
て
い
っ
た
。
諏
訪
は
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
家
族
と
の
生
活
を
送
る
な

か
で
、
方
法
論
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
い
映
画
作
り
を
目
指
し
始
め
た
。

そ
れ
は
、
今
の
映
画
に
お
い
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
言
語
を
再
生
さ
せ
る

こ
と
、
映
画
を
「
公
共
性
」
に
開
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
語
ら

れ
て
い
る
「
公
共
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
監
督
＝
統
一
主
体
の
解
体
を
目

指
す
諏
訪
の
姿
勢
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
規
範
や
常
識
、
あ
る
い
は
国
家

や
自
治
体
と
い
っ
たoffi

cial

な
も
の
を
含
ま
な
い
意
味
に
お
い
て
理
解

ス
テ
ィ
ッ
ク
・
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
担
当
し
た
キ
ャ
ロ
リ
ー
ヌ
・
シ
ャ
ン

プ
テ
ィ
エ
（
一
九
五
四
〜
）
は
多
く
の
点
で
こ
の
映
画
に
関
わ
っ
て
い
る
。

シ
ャ
ン
プ
テ
ィ
エ
は
ジ
ャ
ン＝

リ
ュ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ル
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ

ヴ
ェ
ッ
ト
、
ク
ロ
ー
ド
・
ラ
ン
ズ
マ
ン
と
い
っ
た
即
興
的
演
出
あ
る
い
は

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
監
督
た
ち
の
撮
影
監
督
の
経
験
が
あ
る
キ
ャ

メ
ラ
マ
ン
で
あ
る
。
諏
訪
は
シ
ャ
ン
プ
テ
ィ
エ
と
と
も
に
映
画
を
制
作
す

る
こ
と
で
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
／
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
二
項
対
立
を

問
う
こ
と
の
な
い
地
点
に
お
い
て
、
個
々
の
集
合
体
と
し
て
の
「
リ
ア

ル
」（9
）を
制
作
し
よ
う
と
試
み
る
。
制
作
主
体
の
解
体
を
目
指
す
諏
訪
の

方
法
は
、『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、

『H
 

story

』
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
的
方
法
は
、「
結
局
そ
れ
は
映

画
を
単
な
る
自
己
表
現
に
し
て
し
ま
う
気
が
し
た
」（10
）か
ら
と
い
う
理
由

で
用
い
ら
れ
な
く
な
る
。『H

 story

』
に
お
け
る
難
解
な
問
い
は
、
観
客

を
は
じ
め
、
諏
訪
自
身
の
言
葉
さ
え
も
詰
ま
ら
せ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
諏
訪
は
日
本
を
離
れ
、
映
画
制
作
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
、

映
画
へ
の
問
い
を
突
き
進
め
る
こ
と
が
か
え
っ
て
強
烈
な
自
己
表
現
、

「
監
督
の
み
に
属
す
る
美
学
的
選
択
」
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
に

気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
諏
訪
は
方
法
論
的
な
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
た
ん
離
脱

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
映
画
制
作
に
向
き
あ
う
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
目
指
さ
れ
た
の
が
「
公
共
性
」
で
あ
る
。
諏
訪
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

お
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。
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て
で
は
な
い
や
り
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る（

16
）。
諏
訪
は
こ
れ
を
長
回
し
の

う
ち
に
不
意
に
挿
入
す
る
た
め
、
い
わ
ば
不
合
理
な
カ
ッ
ト
の
よ
う
に
断

片
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
で
は
一
体
な
ぜ
、「
公
共
性
」

を
目
指
し
た
諏
訪
は
、
こ
の
よ
う
に
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
使
用
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

2
　
長
回
し
と
バ
ザ
ン
の
「
曖
昧
さ
＝
多
義
性
」

　

ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
本
節
で
は
ま
ず
長
回
し

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
諏
訪
は
こ
れ
ま
で
の
映
画
と
同
様
、『
不
完
全
な

ふ
た
り
』
に
お
い
て
も
ま
た
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
を
放
棄
し
、
デ
ィ
ー
プ

フ
ォ
ー
カ
ス
の
長
回
し
に
よ
っ
て
画
面
を
構
成
す
る
。
厳
密
に
言
え
ば
一

度
、
マ
リ
ー
と
ニ
コ
ラ
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
お
い
て
（1 

：16 

：20︲1

：18 

：

40 

）
シ
ョ
ッ
ト
は
切
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
シ
ー
ン
で
は
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
は
、
諏
訪
に
と

っ
て
み
れ
ば
「
異
様
な
知
覚
」
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
編
集
方
法
で
あ

っ
た
か
ら
だ
。
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
で
一
つ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
構
成
す

る
場
合
、
撮
影
さ
れ
る
べ
き
全
体
は
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
全
体
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
で
き
る
超
越
的
な
視
点
が
前

提
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
諏
訪
の
映
画
は
即
興
に
よ

る
ひ
と
つ
づ
き
の
長
回
し
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
て
い
る
た
め
、
キ
ャ
メ
ラ

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
公
共
的public

と
い
う
言
葉

を
「
世
界
そ
の
も
のw

orld itself

」
と
い
う
意
に
解
す
る
。
世
界
は
、

「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通com

m
on

す
る
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
が
私
的

に
所
有
し
て
い
る
場
所
と
は
異
な
る
」（12
）。
こ
こ
で
諏
訪
が
語
る
「
公
共

性
」
は
、
対
談
相
手
の
井
上
が
こ
れ
を
「
共
同
性
」（13
）と
言
い
か
え
る
よ

う
に
、
超
越
的
な
存
在
と
し
て
の
監
督
を
回
避
す
る
意
味
に
お
い
て
、
つ

ま
り
映
画
を
監
督
個
人
の
私
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
監
督

や
俳
優
た
ち
と
の
共
同
的com

m
unal

で
共
通
のcom

m
on

も
の
と
す

る
意
味
に
お
い
て
、「
雑
多
な
も
の
」
が
保
持
さ
れ
う
る
よ
う
な
共
同
作

業
の
場
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る（

14
）。
こ
れ
は
、
自
身
の
方
法
論
を
飛

び
超
え
な
が
ら
、
複
数
の
も
の
と
結
び
つ
き
あ
う
こ
と
、
映
画
を
私
的
に

論
理
的
に
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
フ
ィ
ル
ム
に
映
し
出
さ
れ
た
「
世

界
」
を
、
諸
現
実
を
信
じ
、
捉
え
直
す
こ
と
、「
身
体
を
信
じ
る
こ
と
」

を
目
指
し
た
姿
勢
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
映
画
へ
の
問
い
を
い
っ
た
ん
宙

吊
り
に
し
、
社
会
生
活
に
立
ち
返
る
こ
と
で
、
諏
訪
は
映
画
を
、
俳
優
や

ス
タ
ッ
フ
、
キ
ャ
メ
ラ
で
捉
え
ら
れ
た
空
間
、
そ
し
て
そ
れ
を
鑑
賞
す
る

観
客
を
含
め
た
共
同
作
業
と
し
て
創
造
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
で
は
、
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
手
持
ち
キ
ャ
メ
ラ
に
よ
る
顔
の
極
端
な
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
が

「
発
見
」
さ
れ
、
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（

15
）。
諏
訪
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ

プ
は
、
登
場
人
物
の
行
動
を
分
解
し
観
客
に
説
明
す
る
た
め
の
も
の
と
し
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る
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
ノ
イ
ズ
は
可
能
な
限
り
編
集
に
よ
っ
て
排

除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
長
回
し
は
、
撮
影
者
が
制
御
し

き
れ
な
い
も
の
を
多
分
に
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
撮
影
法
、
偶
然
的
な
も
の

が
よ
り
多
く
折
り
た
た
ま
れ
る
撮
影
法
で
あ
る
。
特
に
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト

の
長
回
し
で
は
、
空
間
と
、
そ
こ
に
あ
る
人
物
や
対
象
物
な
ど
が
同
時
に

映
さ
れ
、
そ
こ
に
配
置
さ
れ
た
諸
対
象
が
動
作
の
有
無
に
関
係
な
く
併
置

さ
れ
る
た
め
、
観
客
は
普
段
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
や
、
偶
然
的
に

映
り
込
ん
だ
対
象
を
注
視
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

自
身
を
バ
ザ
ン
主
義
と
称
す
る（

18
）諏
訪
の
撮
影
法
は
、
バ
ザ
ン
が
肯
定

し
て
い
た
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
や
切
り
返
し

シ
ョ
ッ
ト
で
は
な
く
、
デ
ィ
ー
プ
フ
ォ
ー
カ
ス
や
長
回
し
を
擁
護
し
た
の

は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
追
求
す
る
こ
と
こ
そ
が
映
画
の
使
命
で
あ
る
と
い
う

考
え
に
由
来
す
る
。
野
崎
歓
が
い
う
よ
う
に
、
バ
ザ
ン
の
語
る
リ
ア
リ
ズ

ム
と
は
「
曖
昧
さ
（
＝
多
義
性
）am

biguïté

」
と
い
う
語
に
あ
る
と
言

え
よ
う（

19
）。
曖
昧
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ョ
ッ
ト
に
多
数
の
意
味

が
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
一
つ
の
意
味
へ
と
回
収
さ
れ
な
い
ま
ま
、
複

数
性
を
保
持
し
う
る
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ャ
ン
プ

テ
ィ
エ
は
二
〇
一
二
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、『M

⊘other

』
の

撮
影
監
督
で
あ
る
猪
本
雅
三
に
よ
る
、
露
出
不
足
の
画
面
に
影
響
を
受
け

た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
に
お
け
る
画
面
の
コ
ン

を
複
数
台
回
し
て
い
な
い
場
合
、
技
術
的
に
も
切
り
返
す
こ
と
が
難
し
か

っ
た（

17
）。
だ
か
ら
こ
そ
諏
訪
は
長
回
し
を
用
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
諏
訪

に
と
っ
て
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
と
は
、
画
面
外
の
存
在
を
消
去
し
「
す
べ

て
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
よ
う
に
見
せ
か
け
る
方
法
で
あ
り
、
観

客
の
思
考
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
長
回
し
と
は
、
意
識

を
画
面
外
へ
と
開
く
撮
影
法
で
あ
り
、
監
督
と
い
う
制
作
主
体
か
ら
離
れ

て
、
撮
影
ス
タ
ッ
フ
や
録
音
ス
タ
ッ
フ
の
力
を
よ
り
強
く
反
映
さ
せ
る
こ

と
の
で
き
る
撮
影
法
で
あ
る
。

『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
は
冒
頭
の
シ
ー
ン
か
ら
長
回
し
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
タ
ク
シ
ー
の
窓
ガ
ラ
ス
越
し
に
映
し
出
さ
れ
る
、
主
人
公
の
マ
リ
ー

と
ニ
コ
ラ
の
夫
妻
（00 

：00 
：20︲00

：02 
：54 

）
は
、
キ
ャ
メ
ラ
に
近
づ
い

た
り
遠
ざ
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
画
面
外
か
ら
の
反
射
に
よ
っ
て
白
み
、

あ
る
い
は
暗
く
澱
み
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
同
じ
方
向
へ
と
進
ん
で
行
く
。

別
れ
間
際
の
二
人
の
不
安
定
な
関
係
性
は
、
こ
の
長
回
し
に
よ
っ
て
見
事

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
長
回
し
に
こ
だ
わ
る
の
は
、「
リ
ア
ル
」
と
し
て

の
映
画
を
製
作
す
る
た
め
で
あ
る
。
長
回
し
の
映
画
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、

複
層
性
を
帯
び
た
現
実
の
諸
現
象
を
捉
え
、
同
時
多
発
的
に
生
起
す
る

様
々
な
運
動
を
包
含
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
キ
ャ
メ
ラ
は
、
普
段
の
生
活

に
お
い
て
意
識
し
て
い
な
い
も
の
や
、
視
覚
を
逃
れ
て
い
る
も
の
を
収
め

う
る
。
シ
ー
ン
を
複
数
の
カ
ッ
ト
に
よ
っ
て
構
成
す
る
場
合
、
中
心
と
し

て
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、
動
作
の
伴
う
も
の
や
、
映
画
製
作
者
の
意
図
す
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あ
る
人
は
退
屈
だ
と
思
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
構
わ
な
い
。
私
た
ち
は
『
そ

の
シ
ョ
ッ
ト
を
見
よ
』
と
呟
く
」（21
）。

　

諏
訪
は
、「
そ
の
シ
ョ
ッ
ト
を
見
よ
」
と
要
求
す
る
。
バ
ザ
ン
は
「
デ

ィ
ー
プ
フ
ォ
ー
カ
ス
は
観
客
の
演
出
に
対
す
る
よ
り
活
発
な
精
神
的
態
度
、

さ
ら
に
は
積
極
的
な
関
与
さ
え
も
た
ら
す
」（22
）と
語
る
が
、
長
回
し
も
ま

た
こ
う
し
た
機
能
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

分
析
的
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
場
合
、
観
客
は
案
内
に
従
っ
て
見
る
だ
け
で

あ
り
、
彼
の
た
め
に
見
る
べ
き
も
の
を
選
ん
で
く
れ
る
監
督
の
ま
な
ざ

し
に
自
分
の
ま
な
ざ
し
を
合
致
さ
せ
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
デ

ィ
ー
プ
フ
ォ
ー
カ
ス
で
は
、
最
低
限
の
個
人
的
選
択
が
必
要
と
な
る
。

映
像
が
持
つ
意
味
は
、
観
客
の
注
意
力
お
よ
び
意
志
に
、
一
部
依
拠
す

る
こ
と
に
な
る
。（23
）

デ
ィ
ー
プ
フ
ォ
ー
カ
ス
や
長
回
し
に
よ
っ
て
観
客
は
、
次
に
何
を
見
せ
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
受
動
的
な
知
覚
で
は
な
く
、
次
に
何
を
見
る

べ
き
な
の
か
、
と
い
う
待
ち
伏
せ
の
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
監
督
の

私
的
で
個
人
的
な
ま
な
ざ
し
を
取
り
去
る
こ
と
で
、
観
客
に
選
択
の
自
由

が
与
え
ら
れ
、
主
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
読
み
取
り
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
れ

は
、
創
造
へ
の
回
路
の
出
発
点
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
観
客
は
、

ふ
だ
ん
見
逃
し
て
い
た
は
ず
の
細
部
を
凝
視
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
内
に
於

ト
ラ
ス
ト
の
繊
細
さ
は
、
猪
本
の
実
験
的
な
姿
勢
と
シ
ャ
ン
プ
テ
ィ
エ
と

の
大
い
な
る
努
力
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

20
）。

こ
こ
で
シ
ャ
ン
プ
テ
ィ
エ
は
、
バ
ザ
ン
の
「
曖
昧
さ
」
を
反
転
さ
せ
る
。

デ
ィ
ー
プ
フ
ォ
ー
カ
ス
は
画
面
全
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
が
同
時
に
見
え

る
こ
と
で
曖
昧
さ
を
も
た
ら
す
が
、
露
出
不
足
の
画
面
は
、
不
明
瞭
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
曖
昧
さ
を
保
持
す
る
画
面
で
あ
る
。
窓
ガ
ラ
ス
の
反
射

に
よ
っ
て
白
飛
び
し
、
か
つ
暗
さ
の
う
ち
で
不
明
瞭
に
な
る
二
人
の
姿
は
、

曖
昧
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
長
回
し
の
持
続
と
し
て
あ
る
が
ゆ
え
に
複

数
性
を
保
持
し
う
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
不
安
定
さ
、
不
完
全
さ
を
喚
起
さ

せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
作
品
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
な
長
回
し
は
、
ホ
テ
ル
で
マ
リ
ー
と

ニ
コ
ラ
が
口
論
を
す
る
シ
ー
ン
（00 

：19 

：53︲00

：28 

：48 
）
で
あ
ろ
う
。

マ
リ
ー
と
ニ
コ
ラ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
に
い
る
の
だ
が
、
二
つ
の
部
屋
は

一
つ
の
扉
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
て
い
る
。
キ
ャ
メ
ラ
は
ニ
コ
ラ
の
部
屋
に

設
置
さ
れ
、
ニ
コ
ラ
の
存
在
は
オ
フ
の
声
に
よ
っ
て
の
み
示
さ
れ
る
。
解

放
さ
れ
た
扉
の
向
こ
う
に
は
マ
リ
ー
の
部
屋
が
見
え
る
。
二
人
が
言
い
争

い
を
は
じ
め
、
マ
リ
ー
が
扉
を
閉
め
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ

る
の
は
閉
ざ
さ
れ
た
扉
と
壁
だ
け
に
な
る
。
し
か
し
、
諏
訪
は
キ
ャ
メ
ラ

を
止
め
る
こ
と
な
く
、
二
人
に
即
興
演
技
を
続
け
さ
せ
る
。
二
人
は
、
画

面
外
、
オ
フ
の
声
に
よ
っ
て
演
技
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
諏
訪
は
こ
の

シ
ー
ン
に
関
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
数
分
間
続
く
そ
の
扉
の
映
像
を
、
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諸
断
片
へ
と
思
考
を
差
し
向
け
さ
せ
、
そ
の
た
び
に
さ
ま
ざ
ま
の
諸
原
子

を
、
諸
々
の
カ
ッ
ト
＝
「
無
人
島
」
を
隆
起
さ
せ
、
群
島
を
形
成
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
バ
ザ
ン
の
語
る
リ
ア
ル
、「
曖
昧
さ
」
を
も
た

ら
す
も
の
と
し
て
も
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
モ
ン
タ

ー
ジ
ュ
は
監
督
や
編
集
者
の
意
識
を
ほ
と
ん
ど
介
さ
れ
ず
に
構
成
さ
れ
た

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
そ
の
読
み
取
り
に
於
い
て
は
想
定
さ
れ
た
正
解

と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
観
客
は
自
由
に
失
敗
を
し
、

試
行
錯
誤
す
る
こ
と
で
汲
み
取
り
尽
く
せ
な
い
意
味
＝
出
来
事
を
知
覚
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
長
回
し
に
お
い
て
問
題
な
の
が
、
観
客
の
能
力
が
試
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
長
回
し
を
用
い
る
こ
と
で
、
再

認
の
失
敗
、
再
認
の
円
環
か
ら
の
逸
脱
が
目
指
さ
れ
る
の
だ
が
、
観
客
は
、

こ
こ
に
於
い
て
自
発
的
に
イ
メ
ー
ジ
を
凝
視
し
、
己
の
全
能
力
を
働
か
せ

て
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
ら
が
参
与
し
な
け
れ
ば
、
長
回
し
の
う
ち
に
現

出
す
る
カ
ッ
ト
の
知
覚
さ
え
ま
ま
な
ら
な
く
な
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
を
長
時

間
眺
め
る
こ
と
が
苦
痛
な
作
業
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『H

 

story
』
は
、
こ
う
し
た
映
画
に
慣
れ
て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
、
興
行

的
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
、
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
が
理

解
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
監
督
個
人
に
よ
る
「
美
学
的
選

い
て
取
捨
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
オ
フ
の
声
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
る
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、

観
客
に
、
映
画
が
視
覚
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
音
声

と
い
う
聴
覚
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
も
伝
え
る
の
で
あ
る（

24
）。
だ
か

ら
こ
そ
、
視
覚
や
聴
覚
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
以
上
の
感
覚
、
イ
メ

ー
ジ
の
み
で
は
伝
達
さ
れ
え
な
い
そ
の
空
気
感
、
不
穏
な
香
り
な
ど
と
い

っ
た
感
覚
が
喚
起
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
意
識
は
こ
う
し
て
、
主
体
的

に
感
覚
器
官
を
働
か
せ
、
そ
の
都
度
イ
メ
ー
ジ
へ
と
向
か
う
よ
う
に
な
る
。

長
回
し
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
オ
フ
と
い
う
外
部
の
声
に
よ
っ
て
、
フ
レ
ー
ム

外
へ
と
開
か
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
デ
ィ
ー
プ
フ
ォ
ー
カ
ス
や
長
回
し
は
、
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ

長
回
し
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
複
数
の
カ
ッ
ト
を
一
挙
に
提
示
す
る
の

で
あ
り
、
こ
の
諸
カ
ッ
ト
は
、
細
か
な
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
形
成
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
無
人
島île déserte

」（25
）と
形
容
し

た
も
の
を
想
起
さ
せ
る
。
貧
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
長
回

し
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
複
数
の
も
の
、
潜
在
的
な
も
の
が
豊
富
に
眠
る
「
大

洋océan

」
で
あ
る
。
一
見
し
て
こ
れ
が
貧
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
感

じ
ら
れ
る
の
は
、
感
覚
と
運
動
と
が
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
断
片
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
非
意
味
的
な
断
片
は
、
人
間
に
よ

っ
て
荒
廃
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
手
つ
か
ず
の
状
態
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
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感
情
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
」（27
）と
説
明
さ
れ
る
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
。
情
動
は

力puissance

―
質qualité

と
言
い
換
え
ら
れ
、
怒
り
や
悲
し
み
と
い

っ
た
、
一
つ
の
感
情
表
現
と
し
て
切
り
取
ら
れ
る
以
上
の
も
の
、
力
や
質

そ
の
も
の
と
し
て
、
複
数
で
雑
多
な
も
の
が
保
持
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ

る
。
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
シ
ョ
ッ
ト
を
一
つ
の
意
味
へ
と
還
元
さ
せ
ず
、

個
体
化
を
逃
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
な
が
ら
、
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ

え
な
か
っ
た
潜
在
的
な
も
の
を
包
含
す
る
複
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ

る
。「
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
、
顔
を
、
個
体
化
の
原
理
に
支
配
さ
れ
な
い

そ
う
し
た
諸
領
域
に
ま
で
推
し
進
め
る
」（28
）の
だ
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
ま
た
、

ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
効
果
を
「
物
質
の
ま
っ
た
く
新
し
い
構
造
組
成
を
目

に
見
え
る
よ
う
に
す
る
」（29
）も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
俳

優
の
顔
と
い
っ
た
表
面
を
映
し
出
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
面
的
な
感

情
を
表
出
す
る
の
み
な
ら
ず
、
物
質
の
新
し
い
構
造
組
成
を
目
に
見
え
る

よ
う
に
し
、
世
界
の
新
し
い
展
望
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ク
ロ
ー

ス
ア
ッ
プ
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
世
界
に
キ
ャ
メ
ラ
向
け
る
こ
と
で
、
映

し
出
さ
れ
た
世
界
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
す
こ
と
、「
身
体
を
信
じ
る
」
こ

と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
読
み
、
か
つ
そ
れ
を
映
画

制
作
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
と
語
る
諏
訪
の
歩
み
は
、
こ
こ
で
、
こ
の

有
名
な
一
文
と
共
鳴
す
る
。

映
画
は
世
界
を
撮
影
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
へ
の
信
頼
を
、
わ

択
」
を
い
っ
た
ん
宙
吊
り
に
し
、
観
客
や
社
会
に
寄
り
添
う
姿
勢
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
公
共
性
」
に
開
か
れ
た
映
画
作
り
の
た
め
、
諏
訪

は
過
剰
な
方
法
論
に
固
執
す
る
こ
と
を
や
め
、
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
を
導

入
す
る
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
た
二
人
（1 

：16 

：20︲1

：18 

：40 

）。
マ
リ
ー
は
ニ
コ
ラ
に
感
情

を
表
出
す
る
。
ニ
コ
ラ
は
言
葉
を
発
さ
ず
、
た
だ
マ
リ
ー
の
言
葉
を
、
黙

っ
て
受
け
入
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
受
け
入
れ
る
こ
と
、
こ
こ
に
、
映
し
出

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
信
頼
す
る
諏
訪
の
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
言
葉
の
手
前
で
、
あ
る
い
は
彼
方
で
、
世
界
へ
の
信
頼
を

再
発
見
す
る
」
こ
と
、「
身
体
を
信
じ
る
」
こ
と
で
あ
る
。

3
　
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
発
見

　

前
節
で
は
長
回
し
と
い
う
撮
影
法
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、

本
節
で
は
諏
訪
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
先
述
の
よ

う
に
、
諏
訪
は
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て
「
二
つ
の
サ
イ
ズ
の
映
像
が

互
い
に
補
完
し
あ
い
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
世
界
を
再
構
成
す
る
の
で
は
な

く
、
二
つ
の
世
界
、
二
つ
の
視
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
か
っ

た
」（26
）と
語
っ
て
い
る
。
二
つ
の
世
界
を
示
す
こ
と
で
、
諏
訪
は
監
督
＝

統
一
主
体
を
解
体
し
、
世
界
を
多
重
化
・
複
層
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。

ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
い
て
「
情
動affect

で
あ
り
、
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身
体
は
、
確
か
に
美
術
館
の
う
ち
に
あ
る
が
、
彼
女
の
視
線
は
中
空
を
漂

い
、
そ
の
意
識
は
別
の
空
間
、
喧
嘩
の
相
手
で
あ
る
ニ
コ
ラ
と
の
空
間
へ

と
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
マ
リ
ー
の
頰
を

伝
う
涙
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
諏
訪
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
用
い
る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
作
曲
家
の
鈴
木
治
行
に
よ
る
ピ
ア
ノ
の
音
が
挿
入
さ
れ
る
。
諏
訪

に
よ
れ
ば
こ
の
ピ
ア
ノ
の
音
は
「
二
人
を
肯
定
的
に
見
守
っ
て
い
る
天
使

の
よ
う
な
存
在
」（32
）と
し
て
あ
る
と
い
う
。
ピ
ア
ノ
の
音
＝
天
使
は
、
曖

昧
な
イ
メ
ー
ジ
を
保
持
し
な
が
ら
も
音
に
よ
っ
て
観
客
に
何
ら
か
の
契
機

や
導
き
を
与
え
る
が
、
そ
れ
は
観
客
や
社
会
に
寄
り
添
う
諏
訪
の
姿
勢
を

想
起
さ
せ
る
。「
天
使
」
は
、
人
間
で
は
な
い
し
神
で
も
な
い
、
そ
の
間

に
あ
る
亡
霊
的
な
存
在
で
あ
る
。
諏
訪
は
こ
の
ピ
ア
ノ
の
音
を
「
天
使
」

と
形
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
越
的
で
は
な
い
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、

か
つ
私
的
で
も
個
人
的
で
も
な
い
非
人
称
的
な
場
所
、
い
わ
ば
「
公
共

性
」
の
場
所
か
ら
肯
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
た
顔
は
、
天
使
と
い
う
案
内

役
に
よ
っ
て
さ
ら
に
多
層
化
さ
れ
、
世
界
の
新
し
い
展
望
を
開
示
す
る
。

ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
ピ
ア
ノ
の
音
は
こ
う
し
て
、
複
数
の
も
の
を
共
存
さ

せ
る
が
、
こ
れ
は
リ
ピ
ッ
ト
水
田
尭
が
「
乳
濁
（
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
）」（33
）と

し
て
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
乳
濁
と
は
、「
総
合
さ
れ
え

な
い
総
合
」、「
宙
吊
りsuspension

」
と
し
て
、
二
つ
の
も
の
が
混
合

れ
わ
れ
の
唯
一
の
絆
を
撮
影
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。〔
…
…
〕
世
界

へ
の
信
頼
を
取
り
戻
す
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
現
代
映
画
の
力
で
あ

る
。（30
）

　

先
述
の
よ
う
に
『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
は
、
ほ
と
ん
ど
が
デ
ィ
ー
プ
フ

ォ
ー
カ
ス
の
長
回
し
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
に
挿
入

さ
れ
る
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
す
べ
て
顔
を
映
し
出
し
て
い
る
。
と
く
に
初

め
の
三
回
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
マ
リ
ー
の
顔
を
捉
え
て
い
る
。
カ
フ
ェ

で
友
人
た
ち
と
食
事
を
す
る
シ
ー
ン
（00 

：15 

：37︲00

：16 

：30 

）、
美
術

館
で
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
を
鑑
賞
す
る
シ
ー
ン
（00 

：36 

：30︲00

：37 

：40 

）、

友
人
の
結
婚
式
後
の
パ
ー
テ
ィ
会
場
で
の
シ
ー
ン
（00 

：50 
：08︲00 

：51 
：

04 

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
夫
・
ニ
コ
ラ
と
喧
嘩
を
し
た
マ
リ
ー
が
、
美

術
館
で
一
人
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
を
鑑
賞
し
て
い
る
シ
ー
ン
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

や
や
画
質
の
荒
い
手
持
ち
キ
ャ
メ
ラ
は
、
極
端
な
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
に

よ
っ
て
マ
リ
ー
の
顔
を
映
し
出
し
て
い
る
。
マ
リ
ー
は
い
っ
た
ん
画
面
奥

に
あ
る
窓
の
外
へ
と
視
線
を
向
け
、
窓
に
凭
れ
か
か
る
が
、
再
び
キ
ャ
メ

ラ
の
方
を
振
り
返
る
と
涙
を
流
し
始
め
る
。
こ
こ
で
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
、

マ
リ
ー
の
顔
の
物
質
性
を
露
わ
に
し
な
が
ら
、
こ
の
統
一
的
な
顔
を
、
眼

と
鼻
、
口
と
い
う
諸
感
覚
器
官
へ
と
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
。
こ
こ
で
、

「
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
個
体
化
を
保
留
す
る
」（31
）。
マ
リ
ー
の
顔
は
個
体
化

か
ら
逃
れ
な
が
ら
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
外
部
へ
と
開
示
さ
れ
る
。
マ
リ
ー
の
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お
わ
り
に
　『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
以
降
の
歩
み

　

そ
の
後
の
諏
訪
は
、
俳
優
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
ジ
ラ
ル
ド
と
の
共
同
監
督
作

品
で
あ
る
『
ユ
キ
と
ニ
ナ
』（
二
〇
〇
九
）
を
撮
影
し
、
ま
た
二
〇
一
六

年
夏
に
は
、
パ
リ
に
お
い
て
ジ
ャ
ン＝

ピ
エ
ー
ル
・
レ
オ
や
子
供
た
ち
と

の
映
画
撮
影
を
終
え
た（

36
）。

『
ユ
キ
と
ニ
ナ
』
は
、『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
の
準
備
期
間
に
出
会
っ

た（
37
）二
人
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
制
作
し
た
映
画
で
あ
る
。
そ
の
き
っ

か
け
は
、
ジ
ラ
ル
ド
が
オ
ム
ニ
バ
ス
映
画
『
パ
リ
、
ジ
ュ
テ
ー
ム
』（
二

〇
〇
六
）
の
一
編
で
あ
る
「
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
広
場
」
に
出
演
し
た
こ
と

だ
っ
た
。「
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
広
場
」
も
ま
た
家
族
を
描
い
た
作
品
で
は

あ
っ
た
が
、『
ユ
キ
と
ニ
ナ
』
で
は
、
ユ
キ
と
ニ
ナ
と
い
う
二
人
の
子
ど

も
が
主
人
公
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
。
諏
訪
は
共
同
制
作
に
よ
っ
て
監

督
＝
統
一
主
体
を
複
数
化
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
父
と
日
本
人
の
母
の

あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
ユ
キ
と
い
う
主
人
公
は
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
を
往
還

す
る
存
在
、
二
つ
の
異
な
る
空
間
を
結
び
つ
け
る
存
在
と
し
て
あ
る
。

　

本
作
に
お
い
て
、
諏
訪
は
演
技
が
ほ
と
ん
ど
未
経
験
で
あ
る
子
ど
も
た

ち
と
の
共
同
作
業
を
開
始
す
る
。
子
ど
も
た
ち
は
方
法
論
に
よ
っ
て
だ
け

で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。「
さ
あ
一
緒
に
物
語
を
考
え
て

み
よ
う
、
君
だ
っ
た
ら
こ
う
い
う
時
ど
う
す
る
だ
ろ
う
ね
、
と
い
う
話
を

し
て
い
く
こ
と
だ
け
で
し
か
や
っ
ぱ
り
共
通
の
言
語
っ
て
い
う
の
は
作
り

す
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
が
互
い
に
独
立
し
て
い
な
が
ら
も
、

世
界
＝
「
公
共
性
」
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
、「
群
島
」
と
し
て
共
同

の
歩
み
を
見
せ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。

　

し
か
し
乳
濁
は
、「
混
和
し
え
な
い
混
合
が
開
い
た
間
隙
の
効
果
と
し

て
現
れ
る
」（34
）た
め
、
観
客
は
そ
こ
で
は
っ
と
息
を
飲
む
。
長
回
し
に
お

け
る
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
間
隙
と
し
て
現
れ
、
我
々
が
感
覚
し
、
そ
の
感

覚
に
よ
っ
て
運
動
す
る
と
い
う
よ
う
な
感
覚
運
動
図
式
を
打
ち
崩
し
て
い

く
。
感
覚
運
動
図
式
の
崩
壊
、
そ
れ
は
、
眼
前
に
広
が
る
光
景
の
目
の
当

た
り
に
し
て
、
ど
う
動
い
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
体
験
、
呆
然
と
す

る
体
験
で
あ
る
。
間
隙
は
こ
う
し
て
再
認
を
失
敗
さ
せ
、
そ
こ
に
お
い
て

観
客
に
彷
徨
す
る
こ
と
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
観
客
の
思
考
は

二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
の
間
で
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、「
一
つ
の

『
描
写
』
だ
け
が
あ
る
」
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。「
そ
れ
は
純
粋
に
光

学
的
か
つ
音
声
的
な
状
況
で
あ
り
、
そ
こ
で
人
物
は
い
か
に
反
応
す
る
か

知
ら
な
い
」（35
）。
観
客
は
、
感
覚
や
反
応
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
や

め
、
イ
メ
ー
ジ
に
主
体
的
に
関
わ
り
は
じ
め
る
。
つ
ま
り
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ

プ
と
ピ
ア
ノ
の
音
に
よ
る
乳
濁
は
、「
公
共
性
」
に
開
き
な
が
ら
、
か
つ

観
客
が
映
画
へ
と
参
与
す
る
場
を
構
成
す
る
。
観
客
に
寄
り
添
い
な
が
ら

も
、
同
時
に
イ
メ
ー
ジ
と
観
客
と
の
共
同
作
業
の
場
を
開
示
す
る
の
で
あ

る
。
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て
初
め
て
別
れ
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る（

40
）。
別
れ
は
、
互
い
を
尊
重
す

る
た
め
な
ら
ば
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
家
族
の
シ
ス
テ
ム
に
固
執
す
る
必

要
は
な
い
。
独
身
者
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
重
心
を
移
動
す
る
こ
と
、

「
中
間
の
高
さ
」
へ
と
飛
翔
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
ユ
キ
と
ニ
ナ
』
に
お
け

る
別
れ
は
、
か
つ
て
の
方
法
論
か
ら
別
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
現
実
を
生
き

る
こ
と
、
こ
の
世
界
自
体
を
肯
定
す
る
と
い
う
新
た
な
方
法
論
を
構
築
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
諏
訪
は
監
督
が
頂
点
と
な
っ
て
制
作

さ
れ
る
既
存
の
映
画
作
り
を
解
体
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
を
創
出
し
苦
悩

し
な
が
ら
、
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て
き
た
映
画
作

家
で
あ
る
。
諏
訪
が
辿
っ
て
き
た
道
の
り
と
は
、
こ
れ
ら
諸
項
の
「
中
間

の
高
さ
」
に
お
い
て
、
新
た
な
形
と
な
っ
て
再
生
す
る
こ
と
を
目
指
す
歩

み
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
諏
訪
が
映
画
製
作
の
場
を
通
じ
て
目
指
し

た
も
の
、
そ
れ
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
独
身
者
の
共
同
体La 

com
m

u-

nauté des célibataires

」（41
）と
形
容
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

監
督
と
い
う
共
通
の
原
理
原
則
に
従
っ
て
行
動
す
る
共
同
体
は
全
体
主
義

と
な
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
独
身
者
の
共
同
体
と
は
、「
世
界
」
＝
「
公

共
性
」
と
い
う
「
大
洋
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
孤
独
に
隆
起
す
る
こ

と
で
、
群
島
と
し
て
現
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
独
身
者
は
、
超
越
的
存
在

と
し
て
の
父
権
的
機
能
か
ら
解
放
さ
れ
、
性
別
、
血
統
な
ど
の
属
性
が
剝

ぎ
取
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
こ
の
共
同
体
は
兄
弟
的
、
友
愛
的
、
あ
る
い

出
せ
な
い
」（38
）と
い
う
諏
訪
の
言
葉
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
方

法
論
や
言
語
を
超
え
た
結
び
つ
き
で
あ
る
。『
ユ
キ
と
ニ
ナ
』
の
メ
イ
キ

ン
グ
映
像
に
は
、
諏
訪
と
ジ
ラ
ル
ド
、
ジ
ョ
ゼ
・
デ
シ
ャ
イ
ヤ
ー
ズ
が
意

見
を
出
し
あ
い
、
と
き
に
衝
突
し
あ
い
な
が
ら
映
画
を
創
造
し
て
い
く
姿

が
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ジ
ラ
ル
ド
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、「
撮

影
の
あ
い
だ
、
ユ
キ
は
確
か
に
こ
の
映
画
の
「
作
者
」
で
あ
っ
た
」（39
）と

語
っ
て
い
る
。「
有
機
的
に
つ
な
が
っ
た
相
互
関
係
」
を
目
指
す
諏
訪
は
、

「
一
者
―
全
体
」
と
し
て
の
結
び
つ
き
で
は
な
く
、
共
同
監
督
の
ジ
ラ
ル

ド
、
撮
影
監
督
の
ジ
ョ
ゼ
・
デ
シ
ャ
イ
ヤ
ー
ズ
、
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
と

い
っ
た
個
々
の
無
人
島
が
創
造
を
実
践
し
な
が
ら
、
相
互
に
関
係
し
あ
う

よ
う
な
共
同
体
と
し
て
の
映
画
作
り
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

イ
メ
ー
ジ
の
「
群
島
」
と
、
監
督
＝
統
一
主
体
の
「
群
島
」
の
隆
起
す
る

場
と
し
て
の
「
公
共
性
」
で
あ
る
。
確
か
に
方
法
論
も
ま
た
重
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
過
剰
に
な
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
。
公
共
性
に
開
か
れ
た
映

画
作
り
と
は
、
一
方
で
こ
う
し
た
方
法
論
的
な
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

こ
れ
を
絶
え
ず
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
自
体
が
重
要
で
あ
る

こ
と
を
意
識
し
、
た
と
え
異
な
る
存
在
で
あ
っ
て
も
、
互
い
を
尊
重
し
あ

う
こ
と
を
目
指
す
試
み
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
ま
で
の
長
編
作
品
に
お
け
る
二
人
の
男
女
は
、
そ

れ
が
た
と
え
不
安
定
で
不
完
全
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
最
後
に
は
関
係

を
継
続
す
る
こ
と
を
決
断
し
て
い
た
。
し
か
し
『
ユ
キ
と
ニ
ナ
』
に
お
い
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い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
身
の
方
法
論
を
絶
え
ず
吟
味
し
、
と
き

に
は
そ
れ
を
廃
絶
し
、
ま
た
新
た
な
も
の
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
。
そ
れ

が
、
諏
訪
が
目
指
す
「
公
共
性
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

は
同
志
的
な
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
と
い
う（

42
）。
ク
ロ
ー
ス
ア

ッ
プ
は
、
個
体
化
を
保
留
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
、「
独
身
者

の
共
同
体
」
と
し
て
の
歩
み
こ
そ
が
、
映
画
を
「
公
共
性
」
へ
と
開
い
て

（
1
）W

eb

ペ
ー
ジ
（http:⊘⊘eigageijutsu.com

⊘article⊘45420126.htm
l.

）

映
画
芸
術
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
対
談
諏
訪
敦
彦
（
監
督
）
×
稲
川
方
人

（
詩
人
）『
不
完
全
な
ふ
た
り
』
を
め
ぐ
っ
て
、
二
〇
〇
七
年
。

（
2
）
矢
崎
仁
司
×
諏
訪
敦
彦
×
井
土
紀
州
「
映
画
は
誰
の
た
め
に
作
ら
れ
る
の

か

―
生
き
か
た
と
映
画
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
映
画
ニ

ュ
ー
ウ
ェ
イ
ヴ
〝
リ
ア
ル
〞
の
彼
方
へ
』
所
収
、
エ
ス
ク
ァ
イ
ア
マ
ガ
ジ

ン
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
二
頁
。

（
3
）
諏
訪
敦
彦
・
鵜
飼
哲
「
き
み
は
ヒ
ロ
シ
マ
で
何
も
見
な
か
っ
た
」、
城
戸

朱
理
・
宮
岡
秀
行
監
修
『Edge

―
映
画
と
詩
の
間
』
所
収
、
ア
ー
ト

ス
ク
ウ
ェ
ア
、
二
〇
〇
三
年
、
二
二
六
頁
。

（
4
）
諏
訪
敦
彦
・
井
上
間
従
文
「『
貧
し
い
』
世
界
の
内
奥
か
ら
映
画
に
お
け

る
雑
多
性
と
公
共
性
」『
映
像
と
批
評ecce3

映
像
と
言
語
の
世
界
』、
森

話
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
頁
上
段
。

（
5
）
日
本
に
比
し
て
、『H

 story

』
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
よ
り
よ
く
受
容
さ
れ
、

カ
ン
ヌ
の
『
あ
る
視
点
』
部
門
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
。
諏
訪
が
パ
リ
を

選
ん
だ
の
は
、
こ
の
理
由
の
た
め
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

（
6
）
マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・
ラ
ツ
ァ
ラ
ー
ト
『
記
号
と
機
械　

反
資
本
主
義
新
論
』

杉
村
昌
昭
・
松
田
正
貴
訳
、
共
和
国
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
五
頁
。
マ
ウ

リ
ツ
ィ
オ
・
ラ
ツ
ァ
ラ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
映
画
は
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ

ニ
フ
ィ
エ
と
い
っ
た
表
現
の
二
つ
の
構
成
要
素
を
機
能
さ
せ
る
の
で
は
な

く
、
原
始
社
会
に
お
け
る
よ
う
に
、〈
無
限
の
要
素
〉
を
、
つ
ま
り
イ
メ

ー
ジ
、
音
、
話
し
言
葉
・
書
き
言
葉
（
テ
ク
ス
ト
）、
運
動
、
位
置
、
色
、

リ
ズ
ム
な
ど
を
機
能
さ
せ
る
」
も
の
と
し
て
あ
る
。
映
画
は
主
体
化
に
抗

う
も
の
と
し
て
あ
り
、
脱
主
体
化
に
よ
っ
て
無
限
の
要
素
へ
と
解
き
ほ
ぐ

す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
諏
訪
は
映
画
と
の
関
係
を
過
剰
に
破
壊

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
7
）
野
崎
歓
は
、
台
湾
の
映
画
監
督
た
ち
が
行
っ
た
「
リ
ア
リ
ズ
ム
＝
曖
昧

さ
」
へ
の
追
求
が
、
あ
る
極
点
に
お
い
て
表
現
主
義
へ
と
反
転
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。『
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン　

映
画
を
信
じ
た
男
』、

春
風
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
七
九
頁
。

（
8
）Gilles D

eleuze, Ciném
a 2: Lʼim

age-tem
ps, Les Éditions de 

M
inuit, 

1985, 
pp.224︲225.

（
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
シ
ネ
マ
2
＊
時

註
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間
イ
メ
ー
ジ
』
宇
野
邦
一
・
石
原
陽
一
郎
・
江
澤
健
一
郎
・
大
橋
理
志
・

岡
村
民
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
、
二
四
一
頁
。）

（
9
）
矢
崎
・
諏
訪
・
井
土
、
前
掲
書
、
一
〇
七
頁
。

（
10
）
諏
訪
・
稲
方
、
前
掲W

eb

ペ
ー
ジ
。

（
11
）
諏
訪
敦
彦
・
井
上
間
従
文
、
前
掲
書
、
森
話
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
頁

上
段
。

（
12
）H

annah A
rendt, T

he H
um

an Condition, U
niversity of Chicago 

Press, 1958, p.52.
（
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
志
水
速
雄

訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
七
八
頁
。）

（
13
）
諏
訪
・
井
上
、
前
掲
書
、
二
一
頁
上
段
。

（
14
）
ア
レ
ン
ト
は
、
公
共
空
間
を
「
人
び
と
が
、
リ
ア
ル
で
あ
り
他
人
と
取
り

換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
を
示
し
う
る
、
唯
一
の
場
所
」
と
定
義
し

た
。T

he H
um

an Condition, p.41.

（『
人
間
の
条
件
』
六
五
頁
。）

（
15
）
諏
訪
は
撮
影
監
督
で
あ
る
シ
ャ
ン
プ
テ
ィ
エ
に
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
お

い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
た
な
道
具
の
使
用
を
持
ち
か
け
た
。

そ
れ
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
小
さ
な
キ
ャ
メ
ラ
だ
っ

た
。W

eb

ペ
ー
ジ
（http:⊘⊘cafedesim

ages.fr⊘caroline-cham
petie 

r-au-travail︲22⊘

）Caroline Cham
petier, Caroline Cham

petier 
au travail, Café des Im

ages Ciném
a, 2016.

（
16
）
そ
れ
は
、
バ
ザ
ン
が
語
る
、「
禁
じ
ら
れ
た
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
で
は
な
い

や
り
方
で
あ
る
。
バ
ザ
ン
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
関
し
て
、「
出
来
事
の
本

質
的
部
分
が
ア
ク
シ
ョ
ン
の
二
つ
、
な
い
し
そ
れ
以
上
の
要
素
の
同
時
的

要
素
の
同
時
的
共
存
に
左
右
さ
れ
る
と
き
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
禁
じ
ら
れ

る
」
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
き
、「
ア
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
が
物
理
的
近
接

性
に
左
右
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
」
に
「
権
利
を
取
り
戻
す
」
と
論
じ
て

い
る
。A

ndré Bazin, Q
uʼest-ce que le ciném

a?, les Éditions du 
cerf, 1985, p.59.

（
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
『
映
画
と
は
何
か
』
上
巻
、
野

崎
歓
・
大
原
宣
久
・
谷
本
道
昭
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
九
四

頁
。）

（
17
）
諏
訪
の
映
画
で
は
、
登
場
人
物
が
い
つ
言
葉
を
発
し
、
い
つ
ど
の
よ
う
に

動
く
か
な
ど
が
決
定
さ
れ
な
い
ま
ま
撮
影
に
入
る
た
め
、
テ
イ
ク
ご
と
に

台
詞
や
動
作
の
差
異
が
あ
り
、
別
の
画
角
で
撮
ら
れ
た
カ
ッ
ト
を
他
の
カ

ッ
ト
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。

（
18
）
諏
訪
敦
彦
・
板
井
仁
・
片
岡
佑
介
・
瀬
尾
尚
志
・
正
清
健
介
「
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
映
像
と
記
憶
、
出
来
事
諏
訪
敦
彦
氏
を
お
迎
え
し
て
」『
言
語
社

会
』
10
、
一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
、
二
〇
一
六
年
。

（
19
）
野
崎
歓
『
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
映
画
を
信
じ
た
男
』
春
風
社
、
二
〇
一

五
年
、
三
四
頁
。

（
20
）Cham

petier

、
前
掲W

eb

ペ
ー
ジ
（http:⊘⊘cafedesim

ages.fr⊘carol 
ine-cham

petier-au-travail︲22⊘

）
よ
り
。

（
21
）
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
編
集
部
編
『
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
を
見
よ
映
画
監
督
が

語
る
名
シ
ー
ン
の
誕
生
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
二
〇
一
二
年
、
五
八
頁
。

（
22
）Q

uʼest-ce que le ciném
a?, p.75.

（『
映
画
と
は
何
か
』
上
巻
、
一
二

六
頁
。）

（
23
）Ibid., p.75.

（
上
記
同
書
、
一
二
六
頁
。）

（
24
）
こ
れ
は
ゴ
ダ
ー
ル
が
ソ
ニ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
概
念
、
映
像
と
音
声
と
の
対

等
な
関
係
を
目
指
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

（
25
）Gilles D

eleuze, « Causes et raisons des îles désertes » Lʼîle 
déserte: T

extes et entretiens 1953︲1974, Les Éditions de M
in-

uit, 2002, pp.12︲14.

（
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
「
無
人
島
の
原
因
と
理
由
」

『
無
人
島1953︲1968

』
前
田
英
樹
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
三
年
、

一
四
―
一
七
頁
。）

（
26
）
諏
訪
・
稲
方
、
前
掲W

eb

ペ
ー
ジ
。

（
27
）Gilles D

eleuze, Ciném
a 1: Lʼim

age-m
ouvem

ent, Les Éditions 
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de M
inuit, 1983, p.126.

（
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
シ
ネ
マ
1
＊
運
動
イ

メ
ー
ジ
』
財
津
理
・
斎
藤
範
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
、
一

五
六
頁
。）

（
28
）Ibid., p.142.

（
上
記
同
書
、
一
七
七
頁
。）

（
29
）
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」『
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
1
近
代
の
意
味
』
久
保
哲
司
訳
、
浅
井
健
二
郎

編
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
六
一
九
頁
。

（
30
）Cinem

a 2, p.223.

（『
シ
ネ
マ
2
』、
二
四
〇
頁
。）

（
31
）Cinem

a 1, p.142.

（『
シ
ネ
マ
1
』、
一
七
六
頁
。）

（
32
）
諏
訪
・
稲
方
、
前
掲W

eb

ペ
ー
ジ
。

（
33
）
リ
ピ
ッ
ト
水
田
尭
『
原
子
の
光
』
門
林
岳
史
・
明
知
隼
二
訳
、
月
曜
社
、

二
〇
一
三
年
、
二
七
七
頁
。

（
34
）
上
記
同
書
、
二
七
八
頁
。

（
35
）Cinem

a 2, p.356

（『
時
間
イ
メ
ー
ジ
』
三
七
四
頁
。）

（
36
）
諏
訪
敦
彦Facebook

ペ
ー
ジ
に
て
。

（
37
）W

eb

ペ
ー
ジ
（http:⊘⊘w

w
w

.cinem
otions.com

⊘interview
⊘64521

）

H
ippolyte Girardot et N

obuhiro Suw
a, Propos par H

ippolyte 
Girardot et N

obuhiro Suw
a sur ʻY

uki &
 N

inaʼ, CinEm
otions.

com
.

（
38
）
諏
訪
・
井
上
、
前
掲
書
、
二
〇
頁
。

（
39
）W

eb

ペ
ー
ジ
（http:⊘⊘w

w
w

.arte.tv⊘sites⊘olivierpere⊘2013⊘10⊘22 
⊘yuki-et-nina-entretien-avec-hippolyte-girardot⊘

） H
ippolyte 

Girardot, Y
uki et N

ina: entretien avec H
ippolyte Girardot, 

arte.tv, 2013.

（
40
）『
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
広
場
』
で
も
息
子
と
の
別
れ
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
41
）Gilles D

eleuze, Critique et Clinique, Les Éditions de M
inuit, 

1993, 
p.108.

（
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
批
評
と
臨
床
』
守
中
高
明
訳
、

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
〇
頁
。）

（
42
）Ibid., p.108.

（
上
記
同
書
、
一
七
〇
頁
。）

○

書
籍

A
ndré Bazin, Q

uʼest-ce que le ciném
a?, les Éditions du cerf, 1985.

（
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
『
映
画
と
は
何
か
』
上
下
巻
、
野
崎
歓
・
大
原
宣
久
・

谷
本
道
昭
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
。）

D
udley A

ndrew
, A

ndré Bazin, Colum
bia U

niversity Press, 1978.

Gilles D
eleuze, Ciném

a 1: Lʼim
age-m

ovem
ent, Les Éditions de M

in-
uit, 

1982.
（
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
シ
ネ
マ
1　

運
動
イ
メ
ー
ジ
』
財
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