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———　知覚の変容と文化表象　———

デ
ィ
ア
で
あ
る
「
映
画
」
は
、
知
覚
の
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
多
く
の
場
合
、
伝
統
的
な
知
覚
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
受
容
で
き

る
要
素
を
少
な
く
と
も
そ
の
大
半
の
部
分
で
含
み
も
っ
て
い
る
。
確
か

に
、
複
製
技
術
論
の
な
か
で
映
画
に
お
け
る
映
像
の
受
容
に
つ
い
て
「
見

て
い
る
者
に
ガ
ク
ッ
ガ
ク
ッ
と
断
続
的
に
迫
っ
て
く
る
場
面
や
シ
ョ
ッ

ト
の
移
り
変
わ
り
」

1
と
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
指
摘
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
映
画
と
い
う
高
度
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て

画
像
的
断
片
の
結
合
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
表
象
が
、
人
間
の
身
体
性

に
素
朴
に
依
拠
す
る
知
覚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
表
象
と
は
根
本
的

に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
は
言

及
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ル
ッ
ト
マ
ン
の
「
伯
林

|
大
都
会
交
響
楽
」（
一
九
二
七
年
）
や
ジ
ガ
・
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
「
カ

メ
ラ
を
持
つ
男
」（
一
九
二
九
年
）
を
思
い
浮
か
べ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
こ
の
知
覚
の
転
換
が
ど
れ
ほ
ど
革
命
的
な
変
革

と
感
じ
ら
れ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
映
像
の
個
々
の
断
片
に
見
ら
れ
る
の

は
、
基
本
的
に
伝
統
的
な
知
覚
に
基
づ
い
た
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

根
本
的
に
新
し
い
も
の
が
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
場

合
、
個
々
の
断
片
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
断
片
を
構
成
す
る
そ
の
方
法
に
由
来
す
る
。
ち
な

み
に
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
、
上
に
引
用
し
た
よ
う
な
複
製
技
術
論
の
な
か

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
身
体
性

|
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
知
覚
の
変
容
を
め
ぐ
る
序
論
的
考
察

山
口
裕
之

１
．
メ
デ
ィ
ア
の
危
機
の
時
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
が
生
起
し
展
開
し
て
い
っ
た
二
〇
世
紀
初

頭
、
あ
る
い
は
一
九
世
紀
末
は
、
同
時
に
メ
デ
ィ
ア
の
決
定
的
な
転
換
の

時
代
で
も
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
が
人
間
の
知
覚
の
あ
り
方
に
対
し
て

ど
れ
ほ
ど
根
本
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
か
は
、
一
九
六
〇

年
代
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
お
よ
び
そ
の
枠
組
み
の
継
承
者
た
ち
に
と
っ
て
、

（
社
会
学
の
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
側
か
ら
「
技
術
決
定
論
」
と
い
う

烙
印
を
押
さ
れ
よ
う
と
も
）
最
も
重
要
な
テ
ー
ゼ
の
一
つ
で
あ
る
。
マ
ク

ル
ー
ハ
ン
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
、
と
り
わ
け
六
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
や
自

家
用
車
の
広
範
な
普
及
が
、
伝
統
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
書
物
」
の

終
焉
と
あ
ら
た
な
メ
デ
ィ
ア
へ
の
移
行
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
そ
れ
と
基
本
的
に
同
じ
思
考
の
枠
組
み
を
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の

主
著
よ
り
四
〇
年
前
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
う
ち
に
、
は
っ
き
り
と
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。『
一
方
通
行
路
』
の
な
か
で
書
物
の
終
焉
を
語

る
場
合
も
、『
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
』
の
な
か
で
知

覚
の
転
換
を
語
る
場
合
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、

「
画
像
」
に
よ
る
新
し
い
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
対
し
て

及
ぼ
す
根
本
的
な
転
換
の
作
用
で
あ
る
。

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
、
あ
る
い
は
こ
の
時
代
の
新
た
な
技
術
メ
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の
表
現
を
読
ん
で
も
、
そ
し
て
ま
た
ル
ッ
ト
マ
ン
や
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
映
像

を
目
に
し
て
も
、
特
に
新
し
い
知
覚
の
転
換
を
そ
こ
に
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
そ
の
よ

う
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
映
像
語
法
を
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
の
な
か
で
完
全

に
自
分
の
身
体
の
う
ち
に
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
わ
れ
わ

れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
、
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
段
階
か
ら
遡
っ
て

理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。「
見
て
い
る
者
に
ガ
ク
ッ
ガ
ク
ッ
と
断
続
的
に

迫
っ
て
く
る
場
面
や
シ
ョ
ッ
ト
の
移
り
変
わ
り
」
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
彼

の
同
時
代
の
人
た
ち
（「
集
中
」
と
「
気
晴
ら
し
」
と
い
う
二
項
対
立
を
持
ち

出
し
た
、
旧
世
代
の
代
弁
者
た
る
デ
ュ
ア
メ
ル
も
含
め
）
に
と
っ
て
は
、
ま

さ
に
従
来
の
身
体
感
覚
に
は
な
い
経
験
で
あ
り
、文
字
通
り
「
シ
ョ
ッ
ク
」

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ

う
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
身
体
性
は
日
常
的
な
感
覚
に
属
す
る
も
の

で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
た
身
体
性
を
今
日
わ
れ
わ
れ
が
自
明
の
も
の
と
感
じ
取
っ
て

い
る
経
験
そ
の
も
の
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
強
調
し
た
の
と
は
別
な
意
味

で
、
あ
る
大
き
な
文
化
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

帰
結
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
試
み
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
あ
ら
た
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
知
覚
の

変
容
、
身
体
性
の
変
容
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
に
よ
る
世
界
の
表
象
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
換
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
思
想
史
的
分
析
と
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え

る
上
で
、
百
年
前
と
は
著
し
く
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
段
階
に
あ
る
現
在
の
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
な
お
、
日
常
的
な
感
覚
性
の
う
ち
に
お
そ
ら
く
取
り

込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
、
い
く
つ
か
の
作
品
に
ま
ず
言
及
す
る
こ
と
に
し

た
い
。
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
、
構
成
の
方
法
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
素

材
に
お
け
る
表
象
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
素
朴
な
身
体
的
知
覚
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。〔
図
１
〜
図
５
〕

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ダ
ダ
の
う
ち
に
「
常
軌
を
逸
し
た
芸
術
表
現
や
粗
野

な
芸
術
表
現
」
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
理
由
を
、
芸
術
形
式
の
転
換
の
時
代

に
、
新
し
い
芸
術
形
式
に
よ
っ
て
本
来
達
成
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
が
従
来

の
古
い
芸
術
形
式
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
と
ら
え
て
い

る
2

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
新
し
い
芸
術
形
式
」
は
「
技
術
水
準
が

変
わ
っ
た
後
に
」
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
、
複
製
技
術
論
で
は
基
本

的
に
「
映
画
」
を
あ
ら
た
な
技
術
水
準
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
新
し
い
芸

術
形
式
」
と
み
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
芸
術
形
式
の
「
危
機
の
時

代
」
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
に
よ
り
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
根
本
的
に

変
化
す
る
時
代
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う

3
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
古
い

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
格
闘
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
ダ
ダ
に
は
、
ま
さ
に
技

術
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
に
よ
っ
て
生
じ
た
身
体
表
象
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変

化
が
あ
ち
こ
ち
に
突
出
し
て
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
げ
て
い
る
い
く
つ

か
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
ず
れ
も
性
的
な
も
の
を
対
象
と
し
な
が
ら
、「
性
」

と
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
の
身
体
性
が
そ
の
対
極
と
も
い
え
る
機
械
的

な
も
の
、
無
機
的
な
構
造
性
の
う
ち
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る

4
。「
性
」

と
い
う
主
題
は
、
身
体
的
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
で
も
最
も
身
体
的

な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
性
と
機
械
的
構
造
性
と
い
う
両
極
。

あ
る
い
は
、も
う
少
し
遡
っ
て
一
九
一
三
年
の
「
ア
ー
モ
リ
ー
シ
ョ
ー
」

で
展
示
さ
れ
た
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
「
階
段
を
降
り
る
裸
体
No.
２
」

〔
図
６
〕
に
つ
い
て
も
や
は
り
素
朴
な
身
体
的
知
覚
か
ら
極
度
に
離
反
し

て
ゆ
く
身
体
性
の
表
象
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
に
は
、

周
知
の
よ
う
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
マ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
に
よ
る
連
続
写
真
「
階
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———　知覚の変容と文化表象　———

〔図１〕マックス・エルンスト
「曖昧な形象」
（Figure ambiguë） 
1919-1920 年

〔図２〕マックス・エルンスト
「曖昧な形象」
（Figure ambiguë） 
1919-1920 年

〔図３〕マックス・エルンスト
「愛を測定する巨大な整色盤」
（La Grande Roue orthochromatique   

 qui fait l'amour sur mesure） 
1919-1920 年頃

〔図４〕フランシス・ピカビア
「愛のパレード」
（Parade amoureuse） 
1917 年
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〔図６〕マルセル・デュシャン
「階段を降りる裸体 No.2」
（Nude Descending a Staircase, No.2） 
1912 年

〔図５〕 マルセル・デュシャン
「彼女の独身者たちによって裸

にされた花嫁、さえも」
（La Mariée mise à nu par ses 
célibataires, même  （Le Grand Verre） ）
1915-23 年 

〔図７〕エドワード・マイブリッジ
「階段を降りる女」
（Woman Descending Steps） 
1887 年
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———　知覚の変容と文化表象　———

段
を
降
り
る
女
」（
一
八
八
七
年
）〔
図
７
〕
の
よ
う
な
分
断
的
な
知
覚
に

よ
る
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
写
真
に
見
る
こ

と
の
で
き
る
よ
う
な
「
裸
体
」
を
直
接
的
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
は

|

標
題
の
明
示
的
な
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず

|
ほ
と
ん
ど
な
い
。

あ
る
い
は
こ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
的
な
潮
流
を
さ
ら
に
遡
り
、
一
九
一
〇
年

前
後
の
ピ
カ
ソ
、
ブ
ラ
ッ
ク
、
ピ
カ
ビ
ア
に
お
け
る
表
象
の
伝
統
の
断
絶

を
み
る
と
き
、
あ
る
い
は
ま
た
、
同
じ
時
期
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が

表
現
主
義
の
流
れ
の
な
か
で
抽
象
主
義
へ
と
移
行
し
、
彼
と
親
交
の
あ
っ

た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
一
九
〇
八
年
以
降
、
調
性
の
解
体
へ
と
突
き
進
ん

で
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
あ
る
い
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
ホ
フ
マ
ン

ス
タ
ー
ル
や
カ
フ
カ
が
文
学
の
主
題
そ
の
も
の
と
し
た
言
語
の
危
機
が
、

一
九
一
〇
年
代
の
後
半
に
は
、
音
声
詩
や
視
覚
詩
と
し
て
、
意
味
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
音
声
と
文
字
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
の
前
景
化
の
う
ち
に
進

展
す
る
の
を
目
に
す
る
と
き
、
さ
ら
に
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
の
さ

ま
ざ
ま
な
抽
象
主
義
の
誕
生
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期

に
、
異
な
る
流
れ
、
異
な
る
領
域
に
お
い
て
一
気
に
生
じ
て
い
っ
た
、
世

界
を
と
ら
え
描
き
出
す
知
覚
の
あ
り
方
の
こ
の
根
底
的
な
転
覆
は
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

２
．
魔
術
か
ら
技
術
へ

|
そ
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
世
界
像

の
解
体

こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
包
括
的
な
問
い
に
対
し
て
一
つ
の
仮
説
的
な
考

察
を
行
う
た
め
に
、
こ
こ
で
は
同
じ
く
包
括
的
な
い
く
つ
か
の
思
考
モ
デ

ル
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
し
た
い
。
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
言

及
し
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
枠
組
み
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
「
技
術
的
複
製
可
能
性
の
芸
術
作
品
」
と
し
て
の
「
映
画
」
の

う
ち
に
、
根
本
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
知
覚
の
転
換
を
見
て
取
る
と
き
、
彼

は
、
芸
術
が
「
魔
術
（
呪
術
）」
か
ら
「
技
術
」
的
な
も
の
に
向
か
っ
て

質
的
転
換
を
遂
げ
て
ゆ
く
過
程
を
一
つ
の
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
描
き
出

す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
オ
ー
ラ
」
が
次
第
に
失
わ

れ
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
進
展
の
指
標
と
な
る

の
が
「
技
術
的
複
製
可
能
性
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
連
関
に
と
っ

て
重
要
な
の
は
、「
魔
術
」
か
ら
「
技
術
」
へ
と
芸
術
の
性
格
が
転
換
し

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
関
わ
る
人
間
の
身
体
性
、
知
覚
の
あ
り

方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
、
彼
の
時
代
の
も
っ
と
も
高
度
な
技
術
的
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
「
映

画
」
の
特
質
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
従
来
の
日
常
的
身
体
性
と
は
ま
っ

た
く
次
元
の
異
な
る
知
覚
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
現
在
の
視

点
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
素
朴
な
語
り
口
で
強
調
す
る
。「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
す
る
こ
と
で
空
間
が
引
き
伸
ば
さ
れ
、
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

運
動
が
引
き
伸
ば
さ
れ
る
。」
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
こ
う

い
っ
た
認
識
の
あ
ら
た
な
次
元
を
精
神
分
析
に
お
け
る
無
意
識
の
次
元

の
認
識
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。「
心
理
分
析
に
よ
っ
て
衝
動
に
お
け
る

無
意
識
を
知
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
視
覚
に
お
け
る

無
意
識
を
知
る
の
だ
。」

5 

し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
の
関
心
事

は
、
単
に
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
知
覚
と
認
識
の
新
し
い
次
元
の
創

出
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
映
画
に
お
け
る
断

片
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
技
術
的
特
質
が
彼
の
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思

考
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
複
製
技
術
論
を
突

き
動
か
し
て
い
る
隠
れ
た
動
機
で
あ
る

6
。
こ
の
こ
と
は
の
ち
に
ま
た
問
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題
に
な
っ
て
く
る
が
、
ひ
と
ま
ず
一
般
的
な

意
味
で
の
身
体
性
の
変
容
に
言
及
す
る
と
す

れ
ば
、
芸
術
は
技
術
性
を
高
め
る
に
つ
れ
て

魔
術
の
連
関
か
ら
離
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
「
オ
ー
ラ
」
を
喪
失
し
て
ゆ
く
際
に
、
身

体
性
も
喪
失
し
て
ゆ
く
。「
魔
術
」
と
は
本
来

的
に
は
、
あ
る
種
の
言
葉
や
行
為
が
世
界
に

お
け
る
生
成
や
変
化
を
即
座
に
生
じ
さ
せ
る

こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
葉
と
世
界
と

の
「
直
接
的
」
な
関
係
の
う
ち
に
存
在
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
人
間
の
身
体
そ
の

も
の
が
世
界
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
身
体
は
世
界
と
の
「
直
接
的
」
な

結
び
つ
き
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
こ
で
の
知
覚

は
原
初
的
な
身
体
性
に
そ
の
ま
ま
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

連
関
に
あ
っ
て
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）
と
は
、
世
界
と
の
関
係
に
お

い
て
身
体
を
間
接
化
し
て
ゆ
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
思
考
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
芸
術
／
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
は
、
魔
術

的
な
も
の
の
圏
内
に
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
身
体
性
・
知
覚
か
ら
、
技
術

的
な
も
の
・
非
オ
ー
ラ
的
な
も
の
へ
の
進
展
の
過
程
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
に
応
じ

て
身
体
性
が
原
初
的
な
世
界
の
結
び
つ
き
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て

ゆ
き
、
技
術
に
よ
っ
て
身
体
性
が
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
直
感
的
な
認
識
と

も
合
致
す
る
。〔
図
８
〕

こ
う
い
っ
た
き
わ
め
て
思
弁
的
な
モ
デ
ル
と
は
ま
っ
た
く
別
種
の
、
近

代
の
知
覚
転
換
の
モ
デ
ル
を
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
の
論
議
の
う
ち

に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
も
う
一
つ
の
思
考
モ
デ
ル
で
あ

る
。
ク
レ
ー
リ
ー
を
含
め
、
視
覚
論
の
論
議
に
お
い
て
基
本
的
な
前
提
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
決
し
て
単
な
る
生
理
学
的
な
所

与
で
は
な
く
、
文
化
的
・
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
特
徴
を
帯
び
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
レ
ー
リ
ー
は
『
観
察
者
の
系
譜
』
の
な
か
で
、
外

的
な
像
を
人
間
が
内
側
で
受
動
的
に
表
象
す
る
と
い
う
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
的
な
遠
近
法
的
視
覚
が
、
一
九
世
紀
末
以
降
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
根
本
的
に
転
換
を
遂
げ
た
と
い
う
従
来
の

説
明
の
仕
方
に
対
し
て
、
す
で
に
一
九
世
紀
初
頭
以
降
、
そ
の
よ
う
な
転

換
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る

7
。
こ
の
著
作

の
も
っ
と
も
重
要
な
貢
献
は
、
一
九
世
紀
初
頭
以
降
の
視
覚
の
転
換
を
、

人
文
的
領
域
（
ゲ
ー
テ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
等
）
と
パ
ラ
レ
ル
に
展
開

す
る
現
象
と
し
て
、
自
然
科
学
の
業
績
（
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
ヘ
ル
マ

ン
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
等
）
に
お
い
て
丹
念
に
例
証
し
て
い
っ
た
こ

と
に
あ
る
が
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
と
い
う
論
議

を
い
っ
た
ん
お
き
、
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
一
言
で

言
い
表
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
世
界
像
の
解
体
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
単
に
視
覚
そ
の
も
の
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し

て
語
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
第
一
義
的
に
は
、
そ
れ
自
体
、

歴
然
と
し
た
技
術
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
の
技
術
そ
の
も
の
は
す
で
に
中

世
に
お
い
て
も
天
体
観
測
の
た
め
に
実
用
化
さ
れ
て
い
た
が
、
ル
ネ
サ
ン

ス
以
降
、
こ
の
技
術
は
自
然
観
察
さ
ら
に
は
絵
画
の
遠
近
法
的
技
術
の
た

め
に
応
用
さ
れ
て
ゆ
く
。

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
視
覚
表
象
を
考
え
る
と
き
、
実
際
の
技
術

と
し
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク

〔図８〕
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———　知覚の変容と文化表象　———

ラ
は
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
も
と
も
と
「
知
覚
」

全
般
の
転
換
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
き
た
の
だ
が
、
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま

で
も
な
く
「
視
覚
」
全
般
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
知
覚
に
つ
い
て
も
、

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
モ
デ
ル
を
想
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
同
様
の
受
動
的
な
知
覚
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
知
覚
の
文
化
体
制
を
考

え
る
と
き
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
視
覚
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
決
定
的
に
重

要
な
こ
と
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
「
技
術
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
い
て
知
覚
の
う
ち
で
「
視
覚
」
が

と
り
わ
け
際
立
っ
た
優
位
性
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
全
感
覚

的
な
世
界
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
の
視
覚
の
あ
り
方
と
は
異
な
り
、
統
合

的
な
身
体
性
の
な
か
か
ら
「
技
術
」
に
よ
っ
て
「
視
覚
」
だ
け
が
分
断
さ

れ
、
そ
の
視
覚
に
対
し
て
特
権
的
な
優
位
性
が
与
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
す
な
わ
ち
、
統
合
的
な
知
覚

か
ら
「
視
覚
」
だ
け
を
取
り
出
し
て
外
在
化
す
る
技
術
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

３
．
技
術
性
に
よ
る
身
体
性
の
回
復
？

し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
の
原
理
に

基
づ
き
画
像
を
定
着
さ
せ
る
「
写カ

メ

ラ
真
機
」、
さ
ら
に
は
静
止
画
像
の
連
続

に
よ
る
視
覚
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
動
態
的
画
像
を
生
み
出
す

「
映
画
」
と
い
う
視
覚
技
術
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
き
、
メ
デ
ィ
ア
の
理

論
の
側
で
は
、
技
術
に
よ
っ
て
視
覚
性
が
さ
ら
な
る
展
開
を
遂
げ
た
と
と

ら
え
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
こ
れ
ら
の
技
術
は
む
し
ろ
、「
視
覚
」
に

対
置
さ
れ
る
「
触
覚
」（
あ
る
い
は
「
触
覚
」
と
結
び
つ
い
た
「
聴
覚
」）
と

結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

8
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
場
合
、
全
感
覚
的

な
世
界
の
知
覚
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
し
て
、
文
字
を
読
む
と
い
う
視

覚
的
行
為
は
基
本
的
に
批
判
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
経
験
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
い
う
視
覚
的
記
号
に

置
き
換
え
、
そ
の
情
報
を
視
覚
に
よ
っ
て
デ
コ
ー
ド
す
る
こ
と
で
可
能

と
な
る
論
理
性
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
（「
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
」）
は
、
西

欧
近
代
の
す
べ
て
の
機
構
を
作
り
上
げ
て
き
た
基
盤
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
同
時
に
世
界
を
い
わ
ば
間
接
的
に
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
明
ら
か
に
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア

で
あ
る
は
ず
の
テ
レ
ビ
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
と
っ
て
は
、「
書
物
」
の

記
号
的
原
理
か
ら
人
間
の
知
覚
を
開
放
し
、
再
び
全
感
覚
的
に
世
界
を
そ

の
ま
ま
表
象
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
つ
ま
り
知
覚
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
性
を
回
復
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
マ
ク
ル
ー

ハ
ン
よ
り
も
四
〇
年
前
に
、
映
画
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
と
知
覚
の
転
換
を

明
確
に
見
て
取
っ
て
い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
文
字
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
終
焉
と
、「
視
覚
」
の
優
位
性
か
ら
「
触
覚
」
的
経
験
へ

の
移
行
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
思
想
的
影
響
と
い
う
点
で
は
互
い
に
離

れ
て
い
る
は
ず
の
彼
ら
二
人
を
間
接
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
」
以
降
、「
視

覚
」
と
「
触
覚
」
を
対
置
的
に
と
ら
え
る
西
欧
近
代
の
知
覚
を
め
ぐ
る
思

考
の
枠
組
み
で
あ
る
。
視
覚
と
触
覚
の
い
ず
れ
に
よ
り
重
点
を
置
い
て
考

え
る
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
の
論
議
に
か

か
わ
っ
た
思
想
家
た
ち
に
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
視
覚
」
が
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五
感
の
な
か
で
も
突
出
し
て
明
確
な
知
覚
で
あ
り
、
知
的
な
把
握
に
関
係

づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
触
覚
」
は
事
物
の
実
際
の
把
握
に
関
わ
る

も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
、
ま
た
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
お
い
て
も
、「
触
覚
」
は
狭
い
意
味
で
の
触
覚
を
意
味
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
五
感
全
体
に
よ
る
統
合
的
知
覚
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
メ
デ
ィ
ア
理
論
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
は
、
視
覚
的
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
に
よ
っ
て
、「
視
覚
」

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
触
覚
」
の
優
位
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
技
術
性
の
進
展
に
よ
っ
て
身
体
性

の
回
復
へ
と
向
か
う
と
い
う
逆
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
技
術
的
複
製
可
能
性

の
進
展
に
よ
っ
て
魔
術
的
・
身
体
的
な
要
素
が
ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
ゆ
く

と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
テ
ー
ゼ
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
技
術
を
め
ぐ
る
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な

経
験
に
お
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
た
感
覚
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
技
術
性
の

次
元
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
メ
デ
ィ
ア
は
間
接
性
・
抽
象
性
の
度
合
い
を

高
め
て
ゆ
き
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
感
覚
は
そ
れ
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
か

ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
技
術
性
の

程
度
が
高
次
の
も
の
と
な
る
ほ
ど
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
世

界
像
は
よ
り
擬
似
的
な
「
現
実
性
」
を
増
し
て
ゆ
き
、
そ
こ
で
の
身
体
的

感
覚
も
（
多
く
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
視
覚
と
聴
覚
に
限
ら
れ
て
い
る
が
）
ま
す

ま
す
高
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
デ
ジ
タ
ル
コ
ピ
ー
と
い
う
究
極

の
技
術
的
複
製
可
能
性
に
達
し
た
の
ち
、
技
術
の
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
は
わ
れ

わ
れ
の
身
体
性
か
ら
完
全
に
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
反
面
、
わ
れ
わ

れ
は
ま
す
ま
す
「
リ
ア
ル
」
な
世
界
の
画
像
・
音
声
の
再
現
を
体
験
し
て

い
る

9
。

こ
こ
で
の
身
体
性
の
両
極
的
な

現
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体
と
「
世
界
」

と
の
直
接
的
な
関
係
に
お
い
て
は
、

そ
れ
を
媒
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
技

術
性
が
高
ま
る
ほ
ど
間
接
性
の
度

合
い
は
増
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
魔
術
的
要
素
（
身
体
を
通
じ
た
世

界
と
の
直
接
的
関
係
の
要
素
）
は
減

少
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
よ
っ
て
「
オ
ー
ラ
の
衰
退
」

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
は
技
術
的
複
製

可
能
性
の
程
度
が
高
ま
る
に
つ
れ

て
、
世
界
の
模
倣
像
は
よ
り
精
緻

な
も
の
と
な
り
、
メ
デ
ィ
ア
を
媒

介
し
て
受
け
取
ら
れ
る
そ
の
像
は
よ
り
「
リ
ア
ル
」
な
も
の
と
受
け
止
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
身
体
的
経
験
で
は
あ
る
が
、
こ
こ

で
経
験
し
て
い
る
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
の
い
わ
ば
仮
想
的
な
世
界

で
あ
る
。
こ
の
仮
想
的
な
世
界
、
も
う
一
つ
の
世
界
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア

を
介
し
た
身
体
性
は
、
世
界
と
の
擬
似
的
な
直
接
性
を
生
み
出
す
。〔
図

9
〕ベ

ン
ヤ
ミ
ン
自
身
は
こ
の
よ
う
な
も
う
一
つ
の
次
元
に
お
け
る
擬
似
的

な
身
体
性
と
い
う
問
題
連
関
を
直
接
的
に
は
示
し
て
は
い
な
い
が
、
先
に

言
及
し
た
よ
う
な
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
新 〔図 9〕
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し
い
知
覚
の
可
能
性
は
、
こ
う
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

10
。
あ
る
い
は
ま
た
、『
写
真
小
史
』
の
な
か
で
、

技
術
的
な
も
の
と
魔
術
的
（
呪
術
的
）
な
も
の
と
の
境
界
が
互
い
ふ
れ
合

う
こ
と
を
指
摘
す
る
と
き

11
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
れ
ら
の
両
極
的
要
素
が

単
純
に
相
反
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

４
．
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
メ
デ
ィ
ア
の
転
換

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
き
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
の
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
的
世
界
像
の
解
体
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
、
技
術
的
複
製
可
能
性

の
展
開
に
よ
る
身
体
性
の
喪
失
／
身
体
性
の
増
大
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
ど

の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
遠
近
法
的
な
世
界
像
の
提
示
が
写
真
機
と
い

う
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
て
い
く
と
き
、
ま
さ
に
そ
の
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
な
世
界
像
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
崩
壊
し
始
め
る
と
い

う
、
き
わ
め
て
逆
説
的
で
あ
り
、
ま
た
き
わ
め
て
弁
証
法
的
な
プ
ロ
セ
ス

が
そ
こ
に
現
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

12
。
と
は
い
え
、
ク
レ
ー
リ
ー
が

『
観
察
者
の
系
譜
』
の
な
か
で
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
的
世
界
の
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
模
像
か
ら
人
間
の
内
側
で
主
体
的
に
形
成
さ
れ
る

像
の
表
出
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
写
真
と
い
う
技
術
そ
の
も
の
の

う
ち
に
見
て
取
る
こ
と
に
は
多
少
無
理
が
あ
る
。
写
真
の
外
面
的
な
特
質

か
ら
い
っ
て
、
写
真
に
写
さ
れ
た
像
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
外
的
世
界
を
、
完

全
に
遠
近
法
的
な
原
理
に
よ
っ
て
、
平
面
の
上
に
定
着
さ
せ
た
も
の
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

13
。
あ
る
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
転
換
点
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
技
術
的
複
製
可

能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
』
の
な
か
で
見
て
い
た
よ
う
に
、
外
的
対
象
を

視
覚
的
に
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
視
覚
的
素
材
を
主
体
の

側
で
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
す
る
＝
組
み
立
て
る
（m

ontieren

）「
映
画
」
こ
そ
が
、

そ
の
転
換
を
象
徴
す
る
メ
デ
ィ
ア
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
映
画
は
、
外
的

世
界
の
模
像
と
い
う
特
質
を
一
方
で
保
持
し
な
が
ら
、
同
時
に
世
界
を
断

片
化
し
、
そ
れ
ら
の
断
片
の
組
成
に
よ
っ
て
世
界
の
像
を
再
構
成
し
て

提
示
す
る
。
写
真
も
（
あ
る
い
は
絵
画
と
い
う
伝
統
的
な
メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
）

そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
十
分
に
含
み
も
っ
て
い
る
が
、
映
画
は
そ
の
技
術

的
本
質
か
ら
い
っ
て
、
単
な
る
外
的
な
像
の
再
現
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
こ

に
は
構
成
と
い
う
主
体
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
が
必
然
的
に
含
ま
れ
て

い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
技
術
性
の
進
展
と
身
体
性
と
の
相
関
関
係
と
い
う
、

複
製
技
術
論
に
依
拠
し
た
も
う
一
つ
の
思
考
モ
デ
ル
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「
映
画
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
転
換
点
と
な
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
映
画
」
は
、
さ
し
あ
た
り

彼
の
時
代
に
お
い
て
は
「
技
術
的
複
製
可
能
性
」
が
一
つ
の
到
達
点
に
達

し
た
技
術
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
高
度
な
技
術
性
に
よ
っ
て
も
と

も
と
の
身
体
性
が
疎
外
さ
れ
る
と
同
時
に
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ピ
ラ
ン
デ
ッ

ロ
の
小
説
を
引
き
合
い
に
出
し
て
「
機
械
装
置
を
前
に
し
た
俳
優
の
違
和
感
」

を
例
証
し
よ
う
と
し
て
い
る

14
）、
同
じ
く
高
度
な
技
術
性
に
よ
っ
て
新
た

な
仮
想
的
身
体
性
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
の
新
た
な
身
体
性
は
、
精
神
分

析
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
「
視
覚
的
無
意
識
」
と
い
う
言
葉
で
要
約

さ
れ
る
よ
う
な
新
た
な
知
覚
世
界
と
し
て
語
ら
れ
る
と
同
時
に
、「
身
体

的
な
シ
ョ
ッ
ク
作
用
」
を
と
も
な
う
「
触
覚
的
」
経
験
と
し
て
も
語
ら
れ

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
映
画
」
と
は
、端
的
に
「
触
覚
」
の
メ
デ
ィ
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ア
、
正
確
に
い
え
ば
、
本
来
的
な
身
体
の
触
覚
で
は
な
く
、
仮
想
的
身
体

性
が
技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
語
る
仮
想
的
身
体
性
は
、『
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作

品
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
表
面
に
わ
れ
わ
れ
が
読
み
取
る
ま
ま
の
、
彼
の

時
代
の
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
的
水
準
に
制
約
さ
れ
た
視
点
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
彼
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
が
現
代
の
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト

的
思
考
に
敷
衍
さ
れ
う
る
の
と
同
じ
よ
う
に

15
、
彼
が
「
映
画
」
の
う
ち

に
見
て
と
っ
て
い
る
新
た
な
身
体
性
は
、
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
の
究
極
の

仮
想
現
実
、
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
身
体
性
へ
と
敷

衍
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
映
画
」
と
い
う
象
徴
的
な
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
な
世
界
像
の
解
体
と
、
技
術
性
の
進
展
に
と
も
な
う

身
体
性
の
喪
失
／
仮
想
的
身
体
性
の
創
出
と
い
う
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が

重
な
り
合
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
複
製
技
術
論
の
な
か
で
、「
画
家
」
と
「
カ

メ
ラ
マ
ン
」
と
い
う
類
型
を
対
比
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統

的
画
像
と
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
画
像
の
特
質
の
違

い
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。「
こ
の
両
者
が
手
に
入
れ
る
画
像
は

ま
っ
た
く
異
な
る
。
画
家
の
画
像
は
あ
る
全
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
カ
メ

ラ
マ
ン
の
画
像
は
幾
重
に
も
細
断
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
断

片
は
、新
た
な
法
則
に
従
っ
て
結
合
さ
れ
る
。」

16 「
あ
る
全
体
的
な
も
の
」

と
要
約
さ
れ
て
い
る
伝
統
的
画
像
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
よ
っ
て

取
り
入
れ
ら
れ
た
外
的
世
界
の
表
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
映
画
は
、
原
理

的
に
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
機
構
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う

に
し
て
獲
得
し
た
外
的
世
界
の
像
を
断
片
化
し
再
構
成
す
る
。
そ
の
よ
う

に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
新
た
な
世
界
の
像
、「
映
画
に
よ
る
リ
ア
リ
テ
ィ

の
表
現
」
の
ほ
う
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、「
今
日
の
人
間
に
と
っ

て
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
」。

は
じ
め
の
論
点
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
芸
術
に
特
徴
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換

を
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
転
換
の
枠
組
み
か
ら
考
察
す
る

こ
と
が
、こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、ア
ヴ
ァ

ギ
ャ
ル
ド
芸
術
が
例
え
ば
映
画
や
写
真
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
か
ら
直
接

的
に
技
術
に
か
か
わ
る
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
み
が
問
題

と
な
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
焦
点
を
当
て
て
い
く
の
は
む

し
ろ
、
そ
れ
ら
の
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
構
成

的
原
理
や
新
た
な
仮
想
的
身
体
性
と
い
っ
た
特
質
そ
の
も
の
が
、
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
の
基
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
界
の
像
を
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス

ク
ラ
的
な
原
理
に
よ
っ
て
映
し
出
す
こ
と
は
、
具
体
性
を
帯
び
た
、
つ
ま

り
現
実
の
特
定
の
素
材
に
対
す
る
参
照
関
係
を
も
つ
直
観
的
な
特
質
に

よ
り
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
画
像
的
断
片
の
再
構
成
に

よ
っ
て
あ
ら
た
な
像
を
作
り
上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
少
な
く
と
も
潜
在
的

に
、
知
的
・
論
理
的
・
抽
象
的
特
質
を
と
も
な
う
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。

「
直
観
的
な
特
質
」
と
こ
こ
で
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚

器
官
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
外
的
対
象
の
摸
像
に
よ
る
認
識
、
つ
ま
り
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
な
模
倣
的
原
理
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ク
レ
メ

ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
が
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
絵
画
」
に
対
置
し
な
が
ら

伝
統
的
な
絵
画
を
「
リ
ア
リ
ズ
ム
的
で
自
然
主
義
的
な
芸
術
」
と
呼
ぶ
と

き
、
そ
こ
に
は
世
界
の
摸
像
を
直
感
的
に
と
ら
え
る
認
識
の
あ
り
方
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

17
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ

ス
が
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
「
二
つ
の
秩
序
」
も
同
じ
よ
う
な
連

関
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
よ
う
な
二
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つ
の
秩
序
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
第
一
の
も
の
は
、
経
験
的
な
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

の
秩
序
、

す
な
わ
ち
〝
目
に
見
え
る
（seen

）〟
通
り
の
対
象
、輪
郭
に
縛
ら
れ
た
対
象
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
拒
絶
す
る
対
象
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

そ
の
も

の
の
可
能
性
の
形
式
的
条
件
の
秩
序
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
」
な
形
式
が
調

整
、
統
一
、
構
造
の
原
理
と
し
て
作
用
す
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
可

視
的
（visible
）
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
目
に
見
え
な
い
（unseen

）。
そ

れ
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
見
取
り
図
を
描
き
、
と
ら
え
、
支
配
す
る
こ
と

を
欲
す
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
。」

18 

「
経
験
的
な
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

の
秩
序
」「〝
目
に
見
え

る
〟
通
り
の
対
象
」
と
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
よ
っ
て
投
影
さ
れ

る
よ
う
な
、
外
界
の
具
体
的
に
把
握
可
能
な
対
象
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、
第
二
の
秩
序
は
、
そ
れ
自
体
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

に
か
か
わ
る
も
の
で
は
あ

る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

の
形
式
的
条
件
で
あ
り
構
造
原
理
を
な
す
も
の

で
あ
る
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
作
品
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
そ
の

構
造
性
の
表
現
が
「
可
視
的
（visible

）」
に
現
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ

で
は
世
界
の
対
象
そ
の
も
の
は
「
目
に
見
え
な
い
（unseen

）」。

５
．
技
術
に
よ
る
抽
象
性
と
仮
想
的
身
体
性

技
術
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
身
体
性
が
、
同
じ
く
技
術
を
通
じ
て
「
現

実
」
の
断
片
を
再
構
成
す
る
と
き
、
そ
の
像
は
二
つ
の
方
向
に
両
極
的
に

分
化
す
る
。
一
つ
は
、
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
世
界
の
構
造
的
な
表
出
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
程
度
の
差
は
あ

れ
、
経
験
的
な
知
覚
の
レ
ベ
ル
か
ら
の
抽
象
化
が
生
じ
る
。
経
験
的
な
視

覚
像
、
直
観
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
世
界
の
模
倣
像
は
、

そ
こ
で
は
も
は
や
「
目
に
見
え
な
い
」
も
の
と
な
る
。
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ

は
一
九
六
一
年
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
絵
画
」
の
自

己
批
判
的
な
仕
事
に
よ
っ
て
、
芸
術
は
他
の
芸
術
媒
体
か
ら
借
用
し
て
い

る
効
果
を
除
去
し
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
芸
術
は
「
純
粋
」
な
も
の
に

な
る
と
述
べ
て
い
る

19
。
そ
の
よ
う
に
除
去
さ
れ
る
べ
き
効
果
と
し
て
言

及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
彼
が
「
彫
刻
的
な
も
の
」
と
呼
ぶ

三
次
元
的
な
「
リ
ア
リ
ズ
ム
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
あ
り
、
そ
し
て
ま

た
、「
文
学
的
テ
ー
マ
」
で
あ
る

20
。
絵
画
芸
術
に
と
っ
て
い
わ
ば
非
本

質
的
な
要
素
を
捨
象
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
に
よ
れ

ば
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
絵
画
」
は
「
平
面
性
」「
二
次
元
性
」
と
い
う
純
粋

な
特
質
に
向
か
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
特
質
は
、
抽
象
性
の
誕
生
に
つ
い
て
語
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
正

確
な
反
照
で
も
あ
る
。「
対
象
的
な
も
の
に
背
を
向
け
、
抽
象
の
領
域
へ

の
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
は
、
素
描
・
絵
画
の
連
関
に
お
い
て
は
、

三
次
元
を
排
除
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〝
像
〟
を
絵
画
と
し
て
あ
る
平
面

の
上
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
何
か
を

モ
デ
ル
と
し
て
〝
形
作
る
こ
と
（
彫
塑
）〟
は
も
は
や
行
わ
れ
な
い
。
現

実
の
対
象
は
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
抽
象
的
な
対
象
へ
と
変
え
ら
れ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
進
歩
で
あ
っ
た
。」

21 

こ
う
い
っ
た
抽
象

性
の
次
元
に
お
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
身
体
性
も
ま
た
、
そ
の
本
質
を
支

え
る
抽
象
的
な
構
造
性
へ
と
還
元
さ
れ
る

22
。

そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
対
極
的
な
方
向
は
、
き
わ
め
て
身
体
的

な
も
の
へ
と
向
か
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
仮
想
的
な
身
体
性
、
技
術
に
媒

介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
新
た
な
魔
術
性
の
連
関
に
あ

る
身
体
性
で
あ
る
。
技
術
性
が
高
い
次
元
に
な
る
ほ
ど
、そ
の
「
身
体
性
」

は
高
ま
る
。
技
術
的
複
製
可
能
性
が
そ
の
究
極
の
地
点
に
ま
で
到
達
し
た

と
き
、
例
え
ば
人
間
の
知
覚
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
と
し
て
の
目
や
耳
な
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ど
の
感
覚
器
官
を
通
さ
ず
、
直
接
的
に
仮
想
現
実
の
信
号
を
神
経
組
織
に

流
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
身
体
性
は
、「
現

実
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
身
体
的
知
覚
と
区
別
す
る
こ
と
は
も
は

や
で
き
な
い
（
映
画
「
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
や
「
ト
ー
タ
ル
リ
コ
ー
ル
」
の
世
界

は
、
メ
デ
ィ
ア
理
論
に
と
っ
て
は
重
要
な
思
考
モ
デ
ル
で
あ
る
）。

一
般
に
美
術
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
う
い
っ
た
究
極
の
仮
想
的
身
体
性
を
目

指
す
方
向
に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
は
、
今
日
の
公
衆
が
映
画
の
う
ち
に

求
め
る
効
果
を
、
絵
画
（
あ
る
い
は
文
学
）
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
生
み

出
そ
う
と
し
た
」
の
で
あ
り
、
ダ
ダ
は
メ
デ
ィ
ア
転
換
の
時
代
に
、
古
い

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
目
指
す
べ
き
も

の
を
追
い
求
め
て
い
た
た
め
に
、「
常
軌
を
逸
し
た
表
現
や
粗
野
な
芸
術

表
現
」
が
生
じ
た
と
さ
れ
る

23
。
こ
の
こ
と
は
ダ
ダ
に
限
ら
ず
、
大
部
分

の
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
方
に
は
修
正
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
ダ

ダ
は
、
あ
る
い
は
ま
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
は
、
古
い
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
て
い

た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
し
い
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
段
階
の
う
ち
に
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
あ
の
よ
う
な
「
常
軌
を
逸
し
た
表
現
」
に
い
た
っ
た
の
だ

と
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
挑
発
的
な
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
、
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
対
す
る

一
般
的
な
見
解
に
立
ち
戻
る
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で

問
題
と
な
る
の
は
技
術
性
が
進
展
し
て
ゆ
く
と
き
の
二
つ
の
側
面
で
あ

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
い
え
ば
、
技
術
性
の
次

元
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
メ
デ
ィ
ア
は
「
魔
術
」
の
圏
域
か
ら
離
れ
、
間

接
性
の
程
度
が
増
大
す
る
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
世
界
の
直
接
的
な
知
覚

に
か
か
わ
る
身
体
性
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
。
技
術
的
複
製
可
能
性
が

「
写
真
」「
映
画
」
と
い
う
一
定
の
次
元
に
達
し
た
の
ち
、
身
体
性
の
表
象

が
極
度
の
抽
象
性
へ
と
向
か
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
技
術
性
の
進
展
の
直

接
的
な
帰
結
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
側

面
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
技
術
性
の
高
さ
に
よ
っ
て
仮
想
的
な
身
体

性

|
メ
デ
ィ
ア
理
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
回
復
さ
れ
た
全
感
覚
的

な
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の

|
は
、
理
論
的
に
は
究
極

の
地
点
に
い
た
る
ま
で
、
押
し
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、

ダ
ダ
は
メ
デ
ィ
ア
の
進
展
の
な
か
で
取
り
残
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

同
じ
技
術
性
の
進
展
の
な
か
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
想
定
し
て
い
た
の
と
は

別
の
極
へ
と
向
か
っ
て
い
た
芸
術
運
動
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
映
画
を
「
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の

芸
術
作
品
」
と
し
て
、
つ
ま
り
伝
統
的
な
（
あ
る
い
は
一
九
世
紀
的
な
）
芸

術
作
品
の
概
念
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
き
、
彼
は
、

ま
さ
に
技
術
に
媒
介
さ
れ
た
芸
術
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

二
つ
の
方
向
に
同
時
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
、「
視
覚
に
お
け

る
無
意
識
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
技
術
の
介
在
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

新
た
な
知
覚
の
可
能
性
や
、「
触
覚
的
」
表
象
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
他

方
で
、
こ
の
技
術
段
階
に
お
い
て
生
じ
る
対
象
の
断
片
化
と
再
構
成
は
、

本
質
的
に
抽
象
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
複
製
技
術
論
の
な
か
で
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
あ
れ
ほ
ど
映
画
の
「
編
集
」
に
対
し
て
素
朴
な
ま
で
の
賞
賛
を
向

け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
画
像
的
断
片
の
構
成
作
業
で
あ
る
編
集

が
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
い
て
明
確
に
理
論
化
さ
れ
、「
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
論
」
を
経
て
「
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
」
を
構
築
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
彼

の
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
」
を
、ま
さ
に
技
術
的
に
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
無
空
間
的
・
無
時
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間
的
な
理
念
の
世
界
に
あ
っ
た
も
の
を
指
し
示
す
、
こ
の
自
然
・
歴
史
の

世
界
に
お
け
る
画
像
的
断
片
と
し
て
、
そ
れ
自
体
こ
の
世
界
の
模
倣
像
で

あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
断
片
の
再
構
成
に
よ
っ
て
新
た
に
生
ま
れ
る

画
像
に
も
か
か
わ
る
。
そ
の
意
味
で
、
映
画
の
う
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
見

て
と
る
新
た
な
身
体
性
は
、
技
術
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
抽
象
的
構
造
性

に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

翻
っ
て
抽
象
的
構
造
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
の
身
体
表
象
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
側
面
か
ら
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
お
い

て
一
般
的
に
顕
著
な
特
質
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
原
初
的
な
身
体

性
か
ら
極
度
に
遠
ざ
か
っ
た
抽
象
性
を
、
そ
の
抽
象
性
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
新
た
な
仮
想
的
身
体
性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
と
ら
え
る

ま
な
ざ
し
も
ま
た
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
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八
四
頁
参
照
。

10　
 

ま
た
、資
本
主
義
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
ス
タ
ー
崇
拝
や
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
「
政

治
の
美
学
化
」
と
い
う
悪
し
き
オ
ー
ラ
の
連
関
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
の
も
う
一
つ

の
側
面
の
特
殊
な
現
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

11　

 
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
写
真
小
史
』
久
保
哲
司
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
六
二
〇
頁
。

（B
enjam

in, G
SII, 375-377

）

12　

 

ク
レ
ー
リ
ー
自
身
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
観
察
者
の
系
譜
』
で
は
、
そ
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の
始
ま
り
を
美
術
史
に
お
い
て
一
般
的
に
了
解
さ
れ
て
い
る
一
九
世
紀
末
で
は
な

く
、
一
九
世
紀
初
頭
に
見
て
い
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
複
製
技
術
論
の
冒
頭

で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
上
部
構
造
は
下
部
構
造
の
変
化

の
あ
と
半
世
紀
遅
れ
て
対
応
し
て
ゆ
く
と
い
う
説
明
の
仕
方
を
受
け
入
れ
る
と
す
れ

ば
、
ク
レ
ー
リ
ー
が
『
観
察
者
の
系
譜
』
の
な
か
で
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
的

な
見
解
を
決
定
的
に
否
定
し
去
る
も
の
と
必
ず
し
も
考
え
な
く
て
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
ク
レ
ー
リ
ー
自
身
、『
知
覚
の
宙
吊
り
』
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀

初
頭
以
降
、
人
間
の
知
覚
・
芸
術
に
お
い
て
特
徴
的
な
現
象
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
「
散
漫
さ
」（
も
ち
ろ
ん
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
概
念
で
あ
る
）
は
、
逆
説
的
に
見
え
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
に
形
成

さ
れ
て
き
た
「
注
意
（attention
）」
を
前
提
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
と
主
張
し
、「
散
漫
さ
」
を
め
ぐ
る
あ
ら
た
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ

で
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
思
想
的
傾
向
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
『
観
察
者
の
系
譜
』
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
の
延
長
上
に
あ
り
、
そ
の
意
味

で
も
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
に
よ
る
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
こ
と
さ
ら
に
一
九
世

紀
初
頭
の
出
来
事
で
あ
る
と
固
執
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。C

f.: Jonathan C
rary, 

Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and M
odern C

ulture, M
IT Press, 

2001. 

（
ク
レ
ー
リ
ー
『
知
覚
の
宙
吊
り

|
注
意
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、
近
代
文
化
』

平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
。）

13　

 

ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
の
思
想
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て

は
、
例
え
ば
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
点
（
あ
る
い

は
「
窓
」）
を
通
じ
て
主
観
的
視
覚
像
の
客
観
化
を
行
う
と
い
う
意
味
で
、〈
見
る
〉

主
体
の
側
の
問
題
が
主
題
化
さ
れ
る
（
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『〈
象
徴
形
式
〉

と
し
て
の
遠
近
法
』
木
田
元
監
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）。
し
か
し
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
い
う
技
術
を
通
じ
て
い
わ
ば

受
動
的
に
獲
得
さ
れ
る
外
界
の
相
似
的
摸
像
で
あ
り
、
主
体
の
側
か
ら
の
像
形
成
に

対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

14　

 

『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
三
一
五
｜
三
一
九
頁
。（B

enjam
in, G

SI, 

488-491

）

15　

 

山
口
裕
之
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
と
り
わ
け
二
四
〇
｜
二
四
五

頁
、ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ボ
ル
ツ
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
銀
河
系
の
終
焉
』
一
九
七
頁
以
下
参
照
。

16　

 『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
三
二
四
頁
。（B

enjam
in, G

SI, 496.

）

17　

 C
lem

ent G
reenberg: The C

ollected Essays and C
riticism

, vol. 4, ed. John 

O
’B

rian, U
niversity of C

hicago Press, 1995, p. 86.

（
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー

グ『
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
批
評
選
集
』藤
枝
晃
雄
訳
、勁
草
書
房
、二
〇
〇
五
年
、六
四
頁
。）

ち
な
み
に
「
自
然
主
義
的
」
と
い
う
語
は
、他
の
版
で
は
「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
的
」

と
な
っ
て
い
る
。cf.: A

rt in T
heory 1900-1990. A

n A
nthology of C

hanging Ideas, 

ed. C
harles H

arrison &
 Paul W

ood, B
lackw

ell (O
xford), 1992, p.755.

18　

 R
osalind E. K

rauss, The O
ptical U

nconscious, M
IT Press, 1994, p. 217. 

こ
の

箇
所
で
、
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ
ス
は
さ
ら
に
続
け
て
「
ジ
ャ
ン
‖

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ

オ
タ
ー
ル
が“

マ
ト
リ
ッ
ク
ス”

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
も
の
、
彼
が
可
視
的
（visible

）

な
も
の
の
射
程
外
で
作
用
す
る
秩
序
と
考
え
て
い
る
も
の
、
完
全
に
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ

ウ
ン
ド
で
、
視
界
の
圏
外
で
は
た
ら
く
秩
序
」
と
述
べ
て
い
る
「
あ
る
第
三
の
秩

序
」
に
も
言
及
し
て
ゆ
く
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
の
問
題
圏
か
ら
は
離
れ
て
ゆ
く
た
め
、

こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

19　

 G
reenberg, The C

ollected Essays and C
riticism

, vol. 4, pp. 85-93. （
グ
リ
ー
ン

バ
ー
グ
『
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
批
評
選
集
』
六
二
‐
七
六
頁
。）

20　
 

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
「
必
然
的
に
視
覚
的
な
も
の
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
時
間

的
な
も
の
」
か
ら
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
と
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ
ス
が
述
べ
る
と
き
、

こ
の
「
時
間
的
な
も
の
」
は
、「
文
学
的
テ
ー
マ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
「
物
語
」

と
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
時
間
的
な
も
の
」
は
、
ク
ラ
ウ
ス

の
い
う
「
経
験
的
な
視
覚
の
秩
序
」、
つ
ま
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
前
の
視
覚
性
の
領
域
に
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———　知覚の変容と文化表象　———

あ
る
。C

f. R
osalind K

rauss, The O
ptical U

nconscious, p. 217. 
21　

 W
assily K

andinsky, Ü
ber das G

eistige in der K
unst, B

enteli(B
ern), 1952, p. 

110. 
さ
ら
に
「
時
間
」
の
関
連
で
も
次
の
よ
う
に
、
抽
象
性
の
時
限
に
お
い
て
時
間

の
要
素
が
捨
象
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
要
す
る
に
、
内
的
必
然
性

の
働
き
と
は
、
つ
ま
り
そ
れ
が
芸
術
の
発
展
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
永
遠
で
客
観

的
な
も
の
が
時
間
的
で
主
観
的
な
も
の
に
お
い
て
前
進
し
つ
つ
発
現
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
他
方
で
は
、
客
観
的
な
も
の
に
よ
っ
て
主
観
的
な
も
の
を
克

服
し
て
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
る
。」（p. 82

）

22　

 

グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
は
、
三
次
元
的
な
「
彫
刻
的
な
も
の
」
と
結
び
つ
く
触
覚
性
が

モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
排
除
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
指
摘
す
る
。「
こ
の
よ
う
に
、

一
九
世
紀
中
葉
ま
で
に
は
、
絵
画
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
野
心
的
傾
向
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
違
い
も
あ
る
と
は
い
え
、
反
彫
刻
的
な
方
向
に
収
束
し
て
い
っ
た
。
／
モ
ダ
ニ
ズ

ム
は
、
こ
う
い
っ
た
方
向
性
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
自
覚
的
に
押
し
進
め

て
い
っ
た
。
マ
ネ
や
印
象
主
義
者
た
ち
と
と
も
に
、
問
題
は
色
彩
対
線
描
と
し
て
定

義
さ
れ
る
こ
と
を
や
め
、
純
粋
に
視
覚
的
経
験
お
よ
び
触
覚
的
連
想
に
よ
っ
て
修
正
・

変
更
さ
れ
た
視
覚
的
経
験
と
の
対
抗
関
係
の
問
題
と
な
る
。」（G

reenberg, The C
ol-

lected Essays and C
riticism

, vol. 4, p. 88-89.

）
こ
こ
に
は
、
本
文
で
続
い
て
言
及

す
る
メ
デ
ィ
ア
論
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
〈
視
覚
|

触
覚
〉
の
問
題
連
関
と
は
ま
っ

た
く
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
支
配
し
て
い
る
。

23　

 『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
三
三
〇
頁
。（B

enjam
in, G

SI, 500-501.

）


