
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
物
語
、
特
に
一
九
四
〇
年
代
の
女
性
映
画

に
つ
い
て
私
は
長
い
間
、
関
心
を
抱
き
続
け
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
欲
望

の
機
能
に
対
し
て
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
欲
望
と
い
う
言
葉
は
精
神
分

析
的
意
味
を
含
み
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
、
西
洋
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
理
論

家
や
批
評
家
た
ち
が
特
に
関
心
を
寄
せ
た
用
語
で
す
が
、
私
の
関
心
は
、

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

欲
望
が
ど
の
よ
う
に
物
語
の
動
き
に
対
し
触
媒
的
機
能
を
果
た
す
か
、
ま

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

た
固
定
し
た
主
体
で
は
な
く
、
流
動
的
主
体
の
力
学
的
な
意
味
表
現
と
し

て
機
能
す
る
か
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
い
く
つ
か
の
ア
メ
リ
カ
の
古
典
的

ジ
ャ
ン
ル
映
画
と
映
画
運
動
は
欲
望
の
考
察
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
メ
ロ
ド
ラ
マ
や
女
性
映
画
の
よ
う
に
、
欲

プ
ロ
ッ
ト

望
を
あ
か
ら
さ
ま
に
主
題
や
筋
に
取
り
入
れ
て
い
る
た
め
で
す
。
と
は
言

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

え
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
古
典
的
物
語
を
突
き
動
か
す
の

プ
ロ
ッ
ト

は
欲
望
で
あ
り
、
欲
望
が
、
主
体
性
と
し
て
映
画
の
筋
の
中
に
現
れ
、
ま

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

た
筋
が
進
行
す
る
動
き
と
し
て
姿
を
見
せ
、
観
客
と
物
語
が
出
会
う
漠
然

ゾ
ー
ン

と
し
た
域
の
中
で
合
体
す
る
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
（
た
だ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

タ
ー
の
光
だ
け
が
照
ら
し
出
す
映
画
館
の
暗
が
り
と
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
に

ゾ
ー
ン

輝
く
映
像
と
い
う
昔
な
が
ら
の
域
の
話
で
す
が
）。
私
が
話
し
て
い
る
の

は
、
映
画
製
作
面
で
も
、
映
画
を
見
る
行
為
に
お
い
て
も
、
遥
か
彼
方
に

過
ぎ
去
っ
た
時
代
、
ビ
デ
オ
や
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
り
、
リ
モ
コ
ン
の
操

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

作
一
つ
で
物
語
の
動
き
を
一
瞬
に
し
て
凍
り
つ
か
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
以
前
の
話
で
す
が
。
つ
ま
り
、
も
は
や
遠
い
過
去
の
話
と
な
っ
た
は
い

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

え
、
い
ま
だ
、
物
語
が
時
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
、
そ
し
て
時
の
中
に

消
え
て
ゆ
く
映
画
体
験
が
観
客
に
と
り
憑
い
て
い
た
、
そ
ん
な
時
代
の
話

で
す
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

物
語
、
欲
望
、
主
体
に
関
す
る
今
日
の
私
の
話
は
、
一
九
四
〇
年
代
ア

メ
リ
カ
映
画
の
小
さ
な
サ
ブ
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
限
定
す
る
つ
も
り
で
す
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
観
点
か
ら
欲
望
を
書
き
換
え
る

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

│
│
古
典
的
映
画
の
物
語
と
『
幽
霊
と
未
亡
人
』（1947

）

ア
リ
ソ
ン
・
マ
ッ
キ
ー

川
口
恵
子
訳
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女
性
映
画
の
境
界
と
重
な
り
、
欲
望
、
主
体
、
時
間
性
と
の
関
連
で
格
別

注
目
に
値
す
る
サ
ブ
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
す
。
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
幽
霊
映
画
と

し
て
公
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
の
サ
ブ
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
映
画
は
、

（
全
て
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
）
ほ
と
ん
ど
が
第
二
次
大
戦
後
に
作
ら
れ

（
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
で
考
察
し
ま
す
が
）、
四
十
年
代
の
女
性
映
画

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

同
様
、
女
性
の
欲
望
、
願
望
、
喪
失
を
語
る
物
語
で
す
１

。
そ
れ
ら
の
映

画
の
前
提
、
そ
れ
は
ま
さ
に
幽
霊
に
と
り
憑
か
れ
て
い
る
状
態
だ
と
言
え

ま
す
が
、
そ
れ
こ
そ
、
身
体
性
、
時
間
性
、
喪
失
の
諸
問
題
に
焦
点
を
あ

コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン

て
る
も
の
で
あ
り
、
欲
望
、
主
体
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
今
で
は
因

習
と
化

し
た
理
論
的
概
念
へ
の
疑
問
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
す
。
本
発
表
で

は
、『
幽
霊
と
未
亡
人
』
と
い
う
一
作
品
だ
け
を
取
り
上
げ
ま
す
が
、
こ

の
映
画
が
、
別
の
論
文
で
２

私
が
論
じ
て
き
た
女
性
映
画
と
呼
応
し
、
な

お
か
つ
そ
こ
か
ら
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
点
を
詳
し
く
み
て
ゆ
く
こ
と

に
し
ま
す
。

過
去
十
年
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
幽
霊
映
画
と
（
ホ
ラ
ー
と
の
対
比
で
言
う

と
こ
ろ
の
）
コ
メ
デ
ィ
ー
幽
霊
映
画
に
対
す
る
批
評
的
関
心
が
高
ま
っ
て

き
ま
し
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
関
す
る
最
も
興
味

深
い
研
究
が
こ
の
分
野
で
な
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
例
と
し
て
、
フ
リ
ー

ダ
・
グ
ラ
フ
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
フ
ォ
ー
ク
ス
、
リ
ー
・
コ
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の

論
文
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
３

。
最
も
重
要
な
も
の
は
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
ホ
ワ

イ
ト
に
よ
る
も
っ
と
も
不
気
味
な
幽
霊
映
画
の
一
つ
で
あ
る
『
呪
い
の

家
』（A

llen,1944

）
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
で
す
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
古
典

映
画
に
お
け
る
レ
ズ
ビ
ア
ン
表
象
に
関
す
る
著
作
の
中
で
、
幽
霊
映
画
と

女
性
映
画
を
複
合
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
み
な
し
て
い
ま
す
４

。
今
昔
を
問
わ

ず
、
幽
霊
映
画
は
理
論
的
考
察
対
象
の
豊
穣
な
地
盤
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

幽
霊
映
画
は
、
時
間
、
空
間
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
決
定
す
る
境
界
に
出
現
し
、

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

な
お
か
つ
、
物
語
の
意
外
な
展
開
が
、
映
画
的
な
主
体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

構
築
に
関
す
る
今
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
理
論
に
挑
戦
す
る
形
で
、
そ
れ
ら

の
境
界
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
か
ら
で
す
。
数
と
し
て
は
比
較
的
少
な
い

戦
後
の
幽
霊
映
画
に
私
が
関
心
を
抱
く
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
同
時
代
の
他

の
女
性
映
画
や
古
典
映
画
で
は
一
般
的
に
暗
示
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
露
呈
す
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
主
体
と

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

物
語
の
動
き
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
構
築
さ
れ

た
理
論
に
よ
る
も
の
よ
り
、
も
っ
と
豊
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

に
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
と
り
わ
け
、
も
し
、
古
典
映
画
の
物
語
を
映
画

テ
ク
ス
ト
と
劇
場
空
間
内
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
一
連
の
視
線
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
重
層
的
に
競
い
合
う
多
様
な
声
を
持
つ
言
説
の
配
置
と
し
て
み

な
す
な
ら
ば
、
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
け
る
欲
望
と
主
体
の
諸
問

題
は
こ
れ
ま
で
理
論
化
さ
れ
て
き
た
も
の
よ
り
遥
か
に
複
雑
か
つ
多
様
に

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

解
釈
可
能
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
物
語
を
単
に
そ
の
映
像
的
構
造
の

観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
時
間
に
お
け
る
、
そ
し
て
時
間
を
通
し
て
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

力
学
的
な
動
き
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
時
に
は
一
層
明
白
に
な
り
ま
す
。

タ
ニ
ア
・
モ
ド
ゥ
レ
ス
キ
ー
と
メ
ア
リ
・
ア
ン
・
ド
ー
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
の

著
書
で
女
性
映
画
に
関
し
て
記
し
て
い
る
「
あ
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
す
れ
違

い
」
を
幽
霊
映
画
も
し
ば
し
ば
召
喚
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
（
モ
ド
ゥ

レ
ス
キ
ー
は
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
基
本
的
快
楽
の
一
つ
│
（
根
本
的
に
果

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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た
せ
な
い
出
来
事
に
つ
い
て
の
も
の
）
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
結
婚
式
、
果

た
さ
れ
な
か
っ
た
公
園
で
の
出
会
い
、
そ
し
て
、
と
り
わ
け
、
語
ら
れ
な

か
っ
た
言
葉
」
５

に
言
及
し
て
い
ま
す
が
、
フ
ォ
ー
ク
ス
は
、
現
代
の
コ

パ
ト
ス

メ
デ
ィ
ー
幽
霊
映
画
は
究
極
的
に
こ
の
悲
哀
の
逆
転
で
あ
る
と
反
論
し
て

い
ま
す
。
ド
ー
ン
を
引
用
し
、
フ
ォ
ー
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

メ
ロ
ド
ラ
マ
が
「
と
り
わ
け
、
時
間
の
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
さ

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

（
不
可
逆
性
）」
を
示
す
の
に
対
し
、
幽
霊
物
語
が
示
す
の
は
、
ま

さ
に
驚
く
べ
き
時
間
の
巻
き
戻
し
可
能
性
（
可
逆
性
）
で
あ
る
。
幽

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

パ
ト
ス

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

霊
の
仕
掛
け
は
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
物
語
の
悲
哀
の
裏
を
か
き
、
物
語

の
軌
跡
を
ま
っ
た
く
別
方
向
へ
仕
切
り
直
す
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
見

え
る
６

。

こ
う
し
た
議
論
は
、
フ
ォ
ー
ク
ス
が
取
り
上
げ
る
よ
う
な
、
ビ
デ
オ
や

デ
ジ
タ
ル
技
術
に
影
響
さ
れ
た
新
し
い
時
代
の
コ
メ
デ
ィ
ー
に
は
あ
て
は

ま
る
で
し
ょ
う
が
、
私
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
四
〇
年
代
の
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
幽
霊
映
画
は
、
あ
く
ま
で
も
女
性
映
画
に
属
し
、
幽
霊
の
特
別

パ
ト
ス

な
仕
掛
け
は
、
百
％
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
悲
哀
に
一
致
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
、

『
幽
霊
と
未
亡
人
』
に
登
場
す
る
カ
ッ
プ
ル
が
（
再
）
会
す
る
こ
と
で
、
一

見
し
た
と
こ
ろ
で
は
「
ハ
ッ
ピ
ー
」
エ
ン
ド
に
終
わ
る
か
の
よ
う
に
み
え

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

た
と
し
て
も
で
す
。「
映
画
の
幽
霊
は
、
物
語
内
で
遅
延
と
反
復
の
姿
と

な
る
」
と
い
う
フ
ォ
ー
ク
ス
の
指
摘
、
ま
た
、
彼
女
の
考
察
対
象
で
あ
る

幽
霊
映
画
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
諸
問
題
に
関
す
る
文
化
的
な
混
乱
の
象
徴

で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
諸
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
強
調

す
る
も
の
」
７

で
あ
る
と
い
う
彼
女
の
議
論
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。
た

だ
、
フ
ォ
ー
ク
ス
は
最
終
的
に
、
コ
メ
デ
ィ
ー
幽
霊
映
画
が
「
関
心
を
示

す
の
は
、
性
差
を
描
き
だ
す
欲
望
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
性
的
な
同
一

性
（sexualsam

eness

）
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
欲
望
で
あ
る
」
８

と
結
論

づ
け
ま
す
。
私
の
考
察
対
象
で
あ
る
幽
霊
映
画
で
は
、
性
的
な
同
一
性
は

目
的
で
も
効
果
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
き
ま
す
よ
う
に
、

代
わ
り
に
、
こ
れ
ら
の
映
画
は
、
差
異
の
中
に
お
け
る
類
似
性
（sim

ilar-

ity
in

difference

）
を
提
唱
す
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
核
心
部
に
お

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
幽
霊
映
画
は
こ
れ
ま
で
私
が
別
の
論
文
で
考
察
し
た

他
の
女
性
映
画
よ
り
も
明
確
に
性
差
の
構
築
を
複
雑
化
し
、
疑
問
視
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

フ
ォ
ー
ク
ス
は
、
ゲ
イ
リ
ン
・
ス
ト
ゥ
ド
ゥ
ラ
ー
と
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ

ク
ス
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
ス
ト
ゥ
ド
ゥ
ラ
ー
の
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
美

学
に
関
す
る
研
究
に
、
マ
ル
ヴ
ィ
ー
以
後
引
き
継
が
れ
た
、
古
典
映
画
に

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

よ
り
構
築
さ
れ
た
感
情
的
同
一
化
の
唯
一
可
能
な
位
置
は
フ
ェ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
化
と
対
象
化
を
行
な
う
男
性
の
視
点
だ
と
強
調
す
る
不
動
の
観
客
モ

オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ

デ
ル
と
は
異
な
る
別
の
選
択
肢
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
ピ
ー
タ
ー
・
ブ

ル
ッ
ク
ス
に
関
し
て
は
『
プ
ロ
ッ
ト
を
読
むR

eading
for

the
P
lot

』
に
お

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

け
る
物
語
研
究
に
着
目
し
、
す
で
に
他
の
批
評
家
も
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
洞
察
力
を
賞
賛
し
つ
つ
も
、
フ
ロ
イ
ト
の
『
快
楽

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

原
則
を
超
え
て
』
に
基
づ
く
物
語
の
欲
望
と
い
う
精
神
分
析
的
モ
デ
ル
は
、

サ
デ
ィ
ズ
ム
と
不
快
と
い
う
エ
デ
ィ
プ
ス
原
則
の
概
念
に
依
拠
し
す
ぎ
て

204



お
り
、
結
末
の
重
要
性
に
頼
り
す
ぎ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
ま
す
９

。ナラ
テ
ィ
ヴ

し
か
し
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
醍
醐
味
は
、
ま
さ
に
彼
が
、
結
末
同
様
、
物
語

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

の
始
ま
り
、
中
間
も
含
ん
だ
物
語
の
作
用
に
魅
入
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

り
、
あ
ら
ゆ
る
物
語
に
内
在
す
る
時
間
性
の
問
題
に
魅
入
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。『
プ
ロ
ッ
ト
を
読
む
』
の
半
分
は
、
十
八
世
紀
、
十
九

世
紀
の
仏
文
学
、
英
文
学
の
研
究
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
、
最

初
は
、
新
聞
で
章
ご
と
に
区
切
っ
た
形
で
出
版
さ
れ
、
次
に
安
物
の
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
の
形
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
や

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
サ
ッ
カ
レ
ー
ほ
か
の
英
国
連

載
小
説
や
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
新
聞
連
載
小
説
（rom

an−feuile-

tons

）
を
例
に
出
し
つ
つ
論
じ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
出
版
形
態
は
、
大

量
消
費
を
新
た
に
可
能
に
し
た
都
市
化
と
産
業
社
会
化
の
進
展
に
根
ざ
し
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
英
国
で
は
当
時
無
名
だ
っ
た
長
編
小
説
の
勃
興
を
も

た
ら
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
利
益
優
先
の
た
め
、
結
末
に
重
要
性
を
置
く

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
結
末
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で

す
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
同
様
で
し
た
。「
連
載
物
各
一
回
分
は
割
り
当
て
分

サ
ス
ペ
ン
ス

の
ス
ペ
ー
ス
を
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
無
論
、
新
た
な
宙
吊
り
と
期

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

待
へ
と
物
語
は
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
…
…
さ
ら
に
、
新
聞
の
予
約
購

読
は
年
四
回
更
新
可
能
だ
っ
た
た
め
、
更
新
日
直
前
に
は
読
者
の
再
契
約

プ
ロ
ッ
ト

を
狙
っ
て
、
筋
を
緊
迫
し
た
崖
っ
ぷ
ち
状
態
に
も
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

か
っ
た
」
と
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
記
し
て
い
ま
す
１０

。
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
物
語

プ
ロ
ッ
ト

の
中
身
と
し
て
の
筋
の
「
中
間
」
の
重
要
性
を
、
意
味
が
時
間
の
経
過
と

ゾ
ー
ン

共
に
出
現
す
る
領
域
と
み
な
し
て
い
ま
す
。
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
結
末
を
特
権

的
位
置
と
み
な
す
と
す
れ
ば
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
で
あ
れ
フ
ラ

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

ン
ス
の
小
説
で
あ
れ
、
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で
あ
れ
、
古
典
的
物
語

に
お
い
て
は
、
結
末
と
い
う
も
の
は
、
常
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
し
ば
し

ば
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
（
聖
な
る
も
の
の
顕
現
）
と
し
て
作
用
し
、
結
末
が
事

後
的
な
決
断
で
意
味
が
構
築
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
意
味
を
与
え
る
も
の
だ

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

か
ら
で
し
ょ
う
。
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
物
語
モ
デ
ル
の
利
点
は
、
中
間
部
と
結

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

末
部
を
説
明
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
│
│
物
語
構
造
の
細
部
の
た
め
だ

け
で
は
な
く
│
│
、
時
間
と
共
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
物
語
化
の
プ
ロ
セ
ス

に
よ
っ
て
変
容
し
、
ま
た
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
意
味
あ
る
も
の
に
解

釈
さ
れ
る
よ
う
、
各
部
と
各
部
が
相
関
関
係
を
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
有
し

て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。

『
幽
霊
と
未
亡
人
』
の
分
析
に
入
る
前
に
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、

一
九
四
〇
年
代
幽
霊
映
画
の
大
半
が
、
第
二
次
大
戦
以
後
に
現
れ
、
一
般

的
に
、
大
戦
後
の
現
象
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
前

に
幽
霊
映
画
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
１１

。

し
か
し
、
戦
中
お
よ
び
戦
後
に
出
現
し
た
幽
霊
映
画
は
、
共
に
、
言
葉
に

で
き
な
い
喪
の
感
情
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
幽
霊
映
画
に

は
見
ら
れ
な
い
主
体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
複
雑
な
解
釈
を
示
し
て
い
ま
す
。

『
幽
霊
と
未
亡
人
』
は
、
二
十
世
紀
初
頭
を
舞
台
に
魅
力
的
な
未
亡
人
と

力
強
い
船
長
の
幽
霊
の
関
係
を
描
く
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
ー
で
す

が
、
そ
れ
す
ら
、
繊
細
な
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
、
編
集
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ハ
ー

マ
ン
な
ら
で
は
の
有
名
な
音
楽
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
陰
影
に
満
ち

た
主
体
の
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
映
画
は
、
過
去
に
対

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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す
る
集
合
的
か
つ
拡
散
し
た
喪
の
感
情
を
表
す
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
そ
の
過
去
と
は
、
究
極
的
に
は
、
決
し
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
程

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

に
失
わ
れ
た
、
と
は
い
え
、
そ
れ
を
（
再
び
）
語
る
物
語
空
間
に
お
い
て

は
再
生
可
能
な
過
去
で
す
。
実
際
、
私
は
、
こ
の
映
画
は
、
あ
ら
ゆ
る
古

典
映
画
の
核
心
に
潜
む
魅
惑
を
語
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
投
影
と
受

容
の
時
空
間
に
お
い
て
だ
け
、
逃
げ
去
る
よ
う
に
し
か
続
く
こ
と
の
な
い

時
の
中
で
、
そ
し
て
そ
の
時
を
通
し
て
動
く
古
典
映
画
の
核
心
に
潜
む
魅

惑
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

原
作
者
ジ
ョ
ー
ン
・
レ
ズ
リ
ーJoan

L
eslie

の
小
説
１２

、『
幽
霊
と
未
亡

人
』
に
関
す
る
書
評
で
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ス
タ
イ
ツ
は
、
戦
後
の
現
実

の
女
性
た
ち
の
経
験
と
い
う
観
点
か
ら
幽
霊
の
登
場
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

確
か
に
、
第
二
次
大
戦
の
悪
夢
か
ら
醒
め
た
多
く
の
女
性
た
ち
、
特

に
、
先
の
第
一
次
大
戦
も
生
き
延
び
て
き
た
女
性
た
ち
は
、
自
ら

を
…
…
ほ
と
ん
ど
知
覚
で
き
な
い
世
界
、
幽
霊
の
と
り
憑
い
た
場
所

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
女
性
た
ち
に
と
っ

て
、
ゴ
シ
ッ
ク
文
学
の
し
き
た
り
と
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
そ
う
し
た
精

神
状
態
を
説
明
し
、
そ
の
奇
妙
さ
を
よ
り
親
し
み
の
あ
る
も
の
に
翻

訳
す
る
言
葉
と
同
義
の
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
「
と
り
憑
か
れ
た
」
状
態
を
認
め
つ
つ
も
な
お
、
そ
れ
を
再
認
識

す
る
恐
怖
の
余
地
を
残
す
、
最
も
安
全
な
枠
組
み
を
提
供
し
て
く
れ

た
の
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
調
コ
メ
デ
ィ
ー
、
あ
る
い
は
、
擬
似
ゴ
シ
ッ
ク

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

調
物
語
で
あ
る
１３

。

ス
タ
イ
ツ
の
解
釈
は
、
女
性
向
け
擬
似
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
と
し
て
の
レ
ズ

リ
ー
の
原
作
に
焦
点
を
あ
て
、
二
度
の
大
戦
が
も
た
ら
し
た
幽
霊
と
移
り

変
わ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
の
恐
ろ
し
い
幻
影
に
取
り
憑
か
れ
た
女
性
の
主

体
解
釈
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
複
雑
さ
の
中
で
、
女
性
が
何
を
見
る
か
に

焦
点
を
あ
て
て
い
ま
す
。
原
作
で
は
、
船
長
は
決
し
て
物
理
的
に
姿
を
現

し
た
り
、
あ
る
い
は
声
と
し
て
も
未
亡
人
ル
ー
シ
ー
・
ミ
ュ
ア
の
前
に
現

れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
彼
女
の
脳
裏
に
と
り
つ
い
た
一
連
の
思
い

と
し
て
登
場
し
ま
す
。
が
、
無
論
、
映
画
で
は
、
グ
レ
ッ
グ
船
長
の
幽
霊

は
、
俳
優
レ
ッ
ク
ス
・
ハ
リ
ソ
ン
の
体
と
声
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
女
性
た
ち
が
二
度
の
世
界
大
戦
を
生
き
延
び
、
社
会
的
・

文
化
的
・
個
人
的
有
為
転
変
を
経
験
し
て
き
た
と
い
う
ス
タ
イ
ツ
の
指
摘

は
的
を
得
て
お
り
、
そ
う
し
た
有
為
転
変
の
感
覚
は
、
部
分
的
な
が
ら
も

映
画
と
映
画
が
扱
う
性
差
に
形
を
変
え
て
現
れ
て
い
ま
す
。

映
画
の
ポ
ス
タ
ー
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、『
幽
霊
と
未
亡
人
』
は
、

元
々
、「
女
性
映
画
」
と
し
て
宣
伝
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
伝

統
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
擁
護
す
る
軽
い
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
・
コ
メ
デ
ィ
ー
と
し
て
宣
伝
さ
れ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
一
九
四
〇
年

代
の
髪
形
と
衣
装
を
身
に
つ
け
た
ジ
ー
ン
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
の
写
真
が
前
景

化
さ
れ
、
ハ
リ
ソ
ン
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
の
写
真
は
よ
り
小
さ
く

掲
載
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
テ
ィ
ア
ニ
ー
の
笑
顔
の
横
に
次
の
よ
う
な

宣
伝
文
句
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。「
肉
体
…
…
か
く
も
弱
き
も
の
！
」
ハ

リ
ソ
ン
の
写
真
の
上
に
は
「
精
神
…
…
か
く
も
強
き
も
の
！
」
と
い
う
文

字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
ス
タ
ー
の
名
前
が
連
な
っ
て
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い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
映
画
を
完
全
に
誤
解
さ
せ
る
も
の
で
す
。

「
ジ
ー
ン
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
、
嘲
る
よ
う
な
微
笑
み
。
レ
ッ
ク
ス
・
ハ
リ
ソ
ン
、

そ
の
忘
れ
が
た
き
口
づ
け
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
、
わ
ず
か
な
見
込

み
さ
え
な
い
男
（w

ithout
a
ghost

of
a
chance

）」。
現
代
的
か
つ
誘
惑
的

な
テ
ィ
ア
ニ
ー
を
描
き
つ
つ
、
ポ
ス
タ
ー
は
、
二
十
世
紀
初
頭
の
冒
険
好

き
な
が
ら
も
上
品
な
ル
ー
シ
ー
・
ミ
ュ
ア
と
い
う
役
柄
に
は
言
及
せ
ず
、

代
わ
り
に
、
美
し
く
、
魅
惑
的
な
、
謎
に
満
ち
た
ロ
ー
ラ
・
ハ
ン
ト
役
を

演
じ
た
『
ロ
ー
ラ
殺
人
事
件
』（1944
）
や
、
同
じ
よ
う
に
美
し
く
魅
惑
的

だ
け
れ
ど
悪
女
の
エ
レ
ン
・
ベ
レ
ン
ト
役
を
演
じ
た
『
哀
愁
の
湖
』

（1945

）
で
テ
ィ
ア
ニ
ー
が
あ
げ
た
成
功
に
乗
じ
て
い
ま
す
。
映
画
の
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
要
素
を
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
宣
伝
し
つ
つ
、
ま
た
、
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ド
が
当
然
な
が
ら
禁
じ
て
い
た
セ
ッ
ク
ス
を
仄
め

か
し
つ
つ
、
ポ
ス
タ
ー
の
宣
伝
文
句
は
、
テ
ィ
ア
ニ
ー
の
強
烈
な
誘
惑
者

と
し
て
の
ペ
ル
ソ
ナ
（「
ジ
ー
ン
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
、
嘲
る
よ
う
な
微
笑
」）

と
、
堕
落
し
や
す
い
弱
い
女
性
と
し
て
の
ペ
ル
ソ
ナ
（「
肉
体
…
…
か
く

も
弱
き
も
の
！
」）
の
両
方
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
ハ
リ
ソ
ン
の
宣
伝
文

句
（「
精
神
…
…
か
く
も
強
き
も
の
！
」）
と
テ
ィ
ア
ニ
ー
の
宣
伝
文
句
を

並
べ
る
こ
と
で
、
ポ
ス
タ
ー
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
は
対
照
的
に
、
男
性
主
人

公
が
典
型
的
に
活
動
的
で
力
強
い
と
示
唆
し
て
い
ま
す
が
、
後
に
示
す
よ

う
に
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
映
画
の
中
身
と
は
異
な
り
ま
す
。
映
画
は
実
際
、

こ
の
よ
う
な
主
役
間
の
整
然
た
る
区
別
を
だ
け
で
な
く
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
も
積
極
的
に
曖
昧
化
す
る
の
で
す
。
ハ
リ
ソ
ン

の
「
忘
れ
が
た
き
口
づ
け
」
に
つ
い
て
も
、
他
の
映
画
で
は
見
ら
れ
る
で

し
ょ
う
が
、
こ
の
映
画
の
中
で
観
客
が
目
に
す
る
唯
一
の
口
づ
け
は
、

テ
ィ
ア
ニ
ー
演
じ
る
ル
ー
シ
ー
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
演
じ
る
マ
イ

ル
ズ
・
フ
ァ
ー
リ
ー
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
だ
け
で
す
。
実
際
、
ポ
ス
タ
ー

が
映
画
を
忠
実
に
反
映
す
る
の
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
の
役
柄
の

宣
伝
箇
所
だ
け
で
し
ょ
う
。
マ
イ
ル
ズ
役
は
グ
レ
ッ
グ
船
長
と
並
ぶ
と
観

客
の
愛
情
と
い
う
面
で
は
、「
運
と
い
う
亡
霊
に
見
放
さ
れ
」
て
い
る
の

で
す
か
ら
１４

。

ポ
ス
タ
ー
や
純
コ
メ
デ
ィ
ー
路
線
的
ラ
イ
ト
・
タ
ッ
チ
の
宣
伝
戦
略
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
は
、
愛
、
ロ
マ
ン
ス
、
家
族
を
強
調
し
た
お

か
げ
で
、
一
九
四
〇
年
代
の
女
性
映
画
の
関
心
事
に
大
い
に
参
与
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
こ
の
映
画
を
女
性
映
画
た
ら
し
め
て
い
る
の

は
、
こ
う
し
た
特
徴
的
テ
ー
マ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
（
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ら
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
す
が
）、
む
し
ろ
全
編
を
覆

う
と
り
憑
か
れ
た
よ
う
に
物
憂
い
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ハ
ー
マ
ン
の
音
楽
に
あ

る
の
で
す
。
他
の
何
に
も
ま
し
て
、
ハ
ー
マ
ン
の
映
画
音
楽
は
、
女
性
映

画
全
般
の
、
そ
し
て
特
に
こ
の
作
品
の
悲
哀
と
欲
望
を
観
客
に
伝
え
ま
す
。

「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
、
音
楽
（
メ
ロ
）
と
ド
ラ
マ
の

本
来
的
親
密
さ
が
表
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
多
く
が
指
摘
す
る
と
お
り
で

す
。
ド
ー
ン
は
一
九
四
〇
年
代
の
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
メ
ロ
ド
ラ
マ

の
特
定
の
形
式
に
お
け
る
音
楽
の
機
能
に
つ
い
て
雄
弁
に
語
っ
て
い
ま
す
。

音
楽
は
、
こ
の
種
の
テ
ク
ス
ト
に
最
大
の
責
務
を
負
う
記
号
の
使
用

域
（register
）
と
な
っ
て
い
る
│
│
そ
の
機
能
は
、
表
象
不
可
能
な

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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も
の
、
す
な
わ
ち
言
葉
に
言
い
表
せ
な
い
も
の
を
表
象
す
る
と
い
う

機
能
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
欲
望
、
感
情
│
│
こ
れ
こ
そ
が
ラ
ブ
ス

ト
ー
リ
ー
の
真
の
内
容
で
あ
る
が
│
│
は
、
視
覚
的
言
説
に
と
っ
て

は
接
近
不
可
能
で
あ
り
、
楽
譜
と
い
う
補
足
的
出
費
を
要
求
す
る
。

音
楽
は
、
映
像
が
や
め
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
引
き
継
ぐ
の

だ
│
│
映
像
と
の
関
係
に
お
い
て
過
剰
な
も
の
と
は
、
合
理
的
な
も

の
の
過
剰
と
同
義
で
あ
る
。
常
に
、
意
味
以
上
の
も
の
が
あ
る
こ
と
、

欲
望
が
存
在
す
る
こ
と
を
一
貫
し
て
示
し
て
い
る
遡
及
指
示
的

（anaphoric

）
な
機
能
を
、
音
楽
は
持
っ
て
い
る
。（
強
調
、
引
用

者
）15

ド
ー
ン
の
音
楽
に
関
す
る
議
論
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
こ
と
を
示
唆
し

て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
女
性
映
画
に
（
女
性
の
）
欲
望
を
見
出
す
た
め
に

は
、
我
々
は
ま
さ
に
、
視
覚
言
語
使
用
域
（the
visual

register

）
を
超
え

て
、
他
の
言
説
レ
ベ
ル
も
見
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
よ
り
大
き
な
点
こ

そ
、
私
が
他
の
論
文
で
も
主
張
し
て
い
る
点
で
す
。
視
覚
言
語
使
用
域
を

従
来
と
は
異
な
る
形
で
読
む
こ
と
に
お
い
て
（
す
な
わ
ち
、
切
り
返
し

シ
ョ
ッ
ト
（shot/reverse

shot

）
／
主
体
―
客
体
／
男
性
―
女
性
と
い
う

理
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
厳
密
に
沿
う
こ
と
を
越
え
て
）、
欲
望
は
、
厳
密

な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
割
の
束
縛
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
視
覚
的
領
域
に
も
見

出
さ
れ
う
る
の
で
す
。
ド
ー
ン
は
最
終
的
に
、
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
の
音
楽

へ
の
依
存
が
「
意
味
と
の
関
連
に
お
い
て
自
ら
の
不
十
分
さ
を
た
え
ず
宣

言
し
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
、
こ
の
不
足
を
女
性
映
画
の
反
復
的
か
つ

「
女
性
の
視
線
の
積
極
的
な
否
定
と
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
女
性
観
客

の
否
定
と
懲
罰
」
と
み
な
す
も
の
に
結
び
つ
け
ま
す
。
ド
ー
ン
が
最
初
に

述
べ
た
、
欲
望
を
見
出
す
に
は
映
像
を
超
え
て
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
か
な
り
的
を
得
た
指
摘
で
あ
り
、
意
味
深
い
と
私
に
は
思

え
ま
す
。
た
と
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ド
ー
ン
自
身
は
そ
れ
以
上
追
求

し
て
い
な
い
に
し
て
も
。
第
二
に
、
女
性
映
画
に
お
け
る
音
楽
の
機
能
と

過
剰
（
父
権
制
に
お
け
る
女
性
性
と
関
連
す
る
感
情
的
、
非
合
理
的
過
剰

を
指
し
て
い
ま
す
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ド
ー
ン
の
議
論
は
、『
幽
霊

と
未
亡
人
』
の
男
性
幽
霊
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
そ
の
幽
霊
の

存
在
は
、
慣
習
的
な
合
理
的
秩
序
に
抗
う
も
の
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の

映
画
に
お
い
て
こ
の
幽
霊
は
男
性
性
と
同
じ
く
ら
い
女
性
性
に
も
結
び
つ

き
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
伝
統
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
割
を
曖
昧
化
す
る
の
で
す
。

第
三
に
、
ド
ー
ン
の
議
論
は
、
十
九
世
紀
小
説
と
舞
台
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
関

す
る
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
身
振
り
に
関
す
る
議
論
を
思
い
起
こ
さ

せ
ま
す
１６

。
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
謎
め
い
た
姿
態
は
無
言
性

に
あ
る
と
示
唆
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
メ
ロ
ド
ラ
マ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
関
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
さ
ら
に
続
け
、
こ

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

の
無
言
性
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
身
振
り
は
意
味
表
現
の
機
能
を
帯
び

る
と
述
べ
ま
す
。

言
葉
は
、
い
か
に
抑
圧
さ
れ
ず
純
粋
で
あ
っ
て
も
、
い
か
に
基
本
的

関
係
や
真
理
を
表
現
す
る
媒
体
と
し
て
平
明
で
あ
っ
て
も
、
意
味
を

表
象
す
る
に
は
完
全
に
十
全
で
は
な
い
よ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
、
メ
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ロ
ド
ラ
マ
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
記
号
の
別
の
使
用
域
を
通
し
て
考

案
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
１７

。

ブ
ル
ッ
ク
ス
の
身
振
り
に
関
す
る
議
論
は
、
本
発
表
の
範
囲
を
超
え
て
い

ま
す
が
、
ド
ー
ン
と
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
二
つ
の
議
論
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、

四
十
年
代
女
性
映
画
に
と
っ
て
音
楽
は
、
十
九
世
紀
メ
ロ
ド
ラ
マ
演
劇
、

小
説
に
と
つ
て
の
身
振
り
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
言
葉
や
映
像
と
同
じ
重
要
性
を
帯
び
た
意
味
と
主
体
性
の
運
び

手
／
産
出
者
（bearer

）
で
あ
り
、
作
り
手
で
あ
る
と
。

『
幽
霊
と
未
亡
人
』
が
、
い
か
に
多
層
的
な
見
方
を
示
す
か
に
つ
い
て
、

よ
り
直
接
的
な
方
法
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
作
品

を
読
解
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
割
を
超
え
て
発
話
さ
れ
る
、
男
性
的
で
あ
る

と
同
時
に
女
性
的
で
あ
る
異
な
る
主
体
を
経
験
す
る
た
め
の
見
方
で
す
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

ま
ず
一
見
す
る
と
、
物
語
は
、
ル
ー
シ
ー
を
男
性
の
視
線
の
対
象
と
す

る
受
動
的
女
性
の
範
疇
に
首
尾
良
く
収
め
て
い
る
シ
ナ
リ
オ
を
作
り
上
げ

て
い
ま
す
。
グ
レ
ッ
グ
船
長
の
指
示
に
よ
り
、
彼
女
は
別
荘
で
の
最
初
の

夜
、
寝
室
の
壁
に
彼
の
肖
像
画
を
飾
り
ま
す
。
鏡
の
前
で
彼
女
が
衣
服
を

脱
ぎ
始
め
る
と
、
彼
女
は
、
鏡
に
映
っ
た
肖
像
画
が
気
に
か
か
り
、
布
で

鏡
を
覆
い
、
さ
ら
に
脱
ぎ
始
め
ま
す
。
安
心
し
て
ベ
ッ
ド
に
入
る
と
船
長

の
声
が
響
き
ま
す
。「
愛
し
い
人
よ
、
あ
な
た
の
姿
を
恥
じ
ら
え
な
ど
と

誰
に
も
言
わ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」。
こ
の
場
面
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、

幽
霊
は
彼
女
に
見
え
る
見
え
な
い
を
問
わ
ず
、
常
に
そ
こ
に
い
て
、
彼
女

を
見
つ
め
て
い
ま
す
１８

。
映
画
の
後
半
で
は
、
突
然
姿
を
現
し
た
船
長
が
、

彼
女
が
マ
イ
ル
ズ
に
崖
で
キ
ス
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
わ
か
り
、

彼
女
は
「
あ
な
た
は
私
を
見
張
っ
て
い
た
の
ね
」
と
怒
っ
て
彼
を
責
め
ま

す
。
さ
ら
に
、
彼
女
を
視
線
の
対
象
に
し
て
い
る
男
性
は
、
船
長
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
イ
ル
ズ
も
ま
た
、
同
様
に
彼
女
を
見
て
い
ま
す
。
マ

イ
ル
ズ
が
自
分
の
泳
ぐ
姿
を
絵
に
描
い
て
い
る
の
を
見
て
、
半
ば
喜
び
つ

つ
も
威
厳
を
傷
つ
け
ら
れ
た
様
子
で
「
私
が
泳
ぐ
の
を
見
て
い
た
の
ね
」

と
彼
女
は
声
を
あ
げ
ま
す
。「
も
ち
ろ
ん
、
適
切
な
距
離
を
置
い
た
位
置

か
ら
で
す
よ
」
と
彼
は
言
い
訳
を
し
ま
す
。
あ
た
か
も
そ
の
言
葉
で
覗
き

見
る
と
い
う
行
為
を
和
ら
げ
よ
う
と
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
。
実
の
と
こ

ろ
単
な
る
視
覚
快
楽
嗜
好
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
。

と
は
い
え
、
見
方
を
変
え
る
と
（
登
場
人
物
、
男
性
、
女
性
、
カ
メ
ラ

の
）
視
線
は
微
妙
な
陰
影
を
与
え
ら
れ
、
多
層
化
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
女

性
映
画
、
古
典
映
画
一
般
的
に
も
そ
う
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

実
際
、
物
語
は
、
性
差
に
沿
っ
た
主
体
性
の
明
確
な
分
割
に
抗
う
形
で

能
動
的
に
作
用
し
ま
す
。
第
一
に
、
視
線
は
常
に
能
動
的
で
対
象
化
を
伴

う
も
の
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
時
に
は
、
女
性
に
対
し

て
同
様
、
男
性
に
も
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
最
初
に
船
長
と

ル
ー
シ
ー
が
同
じ
空
間
に
、
あ
た
か
も
「
身
体
的
に
」
一
緒
に
い
る
姿
を

観
客
が
見
る
時
、
船
長
は
も
と
も
と
は
彼
自
身
の
視
点
シ
ョ
ッ
ト
と
し
て

始
ま
っ
た
シ
ョ
ッ
ト
の
中
へ
と
歩
い
て
ゆ
き
、
寝
て
い
る
彼
女
を
覗
い
て

い
ま
す
。
移
動
カ
メ
ラ
で
模
倣
さ
れ
る
彼
の
視
線
は
、
部
屋
の
中
を
そ
ぞ

ろ
歩
き
つ
つ
ル
ー
シ
ー
だ
け
で
な
く
、
犬
や
ら
壁
掛
け
時
計
や
ら
、
部
屋

の
空
間
を
長
廻
し
で
捉
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
妙
に
あ
て
ど
な
く
、
対
象
化

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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す
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
船
長
が
よ
り
盗
み
見
的
な
視
線
を

送
る
と
き
に
は
、
ル
ー
シ
ー
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
マ
イ
ル
ズ
を
見
張
る

場
合
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
イ
ル
ズ
は
ダ
ン
デ
ィ
ー
な

仕
草
だ
け
で
な
く
、
児
童
文
学
作
家
と
い
う
職
業
に
お
い
て
も
女
性
化
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
グ
レ
ッ
グ
の
視
線
の
対
象
と
な
り
や
す
い

存
在
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
イ
ル
ズ
の
女
性
化

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

は
、
物
語
全
体
の
性
差
の
曖
昧
化
と
整
合
性
を
持
ち
ま
す
１９

。
時
に
は

船
長
自
身
が
我
々
観
客
の
視
線
の
対
象
と
な
り
ま
す
（
幽
霊
で
あ
る
彼
を

い
つ
見
る
よ
う
に
「
な
れ
る
」
か
観
客
は
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
ま

た
、
レ
ッ
ク
ス
・
ハ
リ
ソ
ン
は
こ
の
映
画
で
、
少
な
く
と
も
テ
ィ
ア
ニ
ー

同
様
、「
見
ら
れ
る
べ
き
存
在to−be−look−at−ness

」
を
暗
示
し
て
い
る

の
で
す
か
ら
２０

）。
彼
が
ル
ー
シ
ー
を
支
援
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
普

通
の
船
員
の
生
活
を
無
理
解
な
人
々
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
彼
女
と
本

を
書
き
た
い
と
説
く
場
面
で
、
カ
メ
ラ
は
彼
の
顔
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で

と
ら
え
ま
す
。『
忘
れ
じ
の
面
影
』
で
ル
イ
・
ジ
ュ
ー
ル
ダ
ン
演
じ
る
ス
テ

フ
ァ
ン
が
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の

シ
ョ
ッ
ト
を
モ
ド
ゥ
レ
ス
キ
ー
は
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
ま
す
。

「
我
々
は
、
ソ
フ
ト
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
か
か
っ
た
ス
テ
フ
ァ
ン
の
ク
ロ
ー

ズ
・
ア
ッ
プ
を
瞬
間
的
に
見
る
。
こ
れ
は
美
女
を
撮
影
す
る
時
の
典
型
的

手
法
だ
。
そ
の
映
像
は
グ
レ
ー
の
背
景
に
浮
か
び
上
が
る
が
、
そ
の
た
め

に
物
語
上
の
位
置
づ
け
が
不
安
定
に
な
る
」
２１

。
船
長
が
海
に
向
か
う
男

た
ち
を
理
解
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
す
る
よ
う
に
呟
く
場
面
で
は
ハ
ー
マ

ン
の
音
楽
が
流
れ
ま
す
。
こ
の
瞬
間
、
女
性
化
さ
れ
る
の
は
船
長
で
あ
り
、

そ
れ
は
撮
影
方
法
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
彼
の
言
葉
が
言
い
た
い
こ
と

を
伝
え
る
の
に
十
分
で
な
い
と
い
う
事
実
に
お
い
て
な
の
で
す
。
彼
の
欲

望
を
伝
え
る
の
に
ハ
ー
マ
ン
の
音
楽
が
必
要
な
の
で
す
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

男
性
の
身
体
が
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
見
る
と
同
時
に
見
ら
れ
る
対
象

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
女
性
た
ち
も
ま
た
こ
の
種
の
視
線
を
共
有
し
て
い
ま

す
。
映
画
の
冒
頭
、
ル
ー
シ
ー
の
娘
ア
ン
ナ
が
、
何
か
を
見
て
い
る
姿
で

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

現
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
物
語
を
通
じ
て
、
常
に
繰
り
返
さ
れ
る
仕
草

で
す
２２

。
ル
ー
シ
ー
が
頑
固
な
親
戚
た
ち
に
向
か
っ
て
海
岸
へ
引
っ
越
す

意
志
を
告
げ
る
場
面
で
も
、
カ
メ
ラ
は
母
親
か
ら
ア
ン
ナ
に
切
り
替
わ
り
、

ル
ー
シ
ー
と
親
戚
た
ち
の
姿
を
台
所
の
戸
口
の
陰
か
ら
の
ぞ
き
見
つ
つ
聞

き
耳
を
た
て
て
い
る
姿
を
映
し
ま
す
。
船
長
が
ル
ー
シ
ー
に
最
初
に
「
お

嬢
さ
ん
に
私
の
存
在
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
す
ま
い
」
と
約

束
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
カ
メ
ラ
は
、
船
長
が
、
ル
ー
シ
ー
を
訪

ね
て
き
た
親
戚
た
ち
の
腕
を
つ
か
み
家
か
ら
追
い
出
す
さ
ま
を
ア
ン
ナ
が

見
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
玄
関
脇
の
部
屋
か
ら
見
て
い
る
ア

ン
ナ
の
背
中
が
映
し
出
さ
れ
る
だ
け
で
す
が
、
次
の
瞬
間
、
彼
女
は
玄
関

の
傍
ら
の
窓
か
ら
見
よ
う
と
走
り
出
す
の
で
す
。
カ
メ
ラ
は
し
ば
ら
く
彼

女
に
と
ど
ま
り
、
や
が
て
場
面
は
フ
ェ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
し
て
ゆ
き
ま
す
。

別
の
場
面
で
は
、
ア
ン
ナ
は
船
長
の
真
鍮
製
の
望
遠
鏡
を
覗
き
ま
す
が
、

そ
れ
は
海
を
一
望
で
き
る
主
寝
室
の
窓
に
置
か
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
男

性
権
力
と
窃
視
症
的
特
権
の
象
徴
で
す
。
あ
わ
て
る
こ
と
な
く
、
彼
女
は

母
親
と
ク
ー
ム
氏
が
別
荘
に
続
く
道
を
車
で
下
っ
て
く
る
の
を
望
遠
鏡
で

眺
め
、「
マ
マ
が
自
動
車
で
帰
っ
て
き
た
！
」
と
声
を
あ
げ
ま
す
。
後
に
、
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ス
ク
ロ
ー
ギ
ン
氏
が
ア
ン
ナ
の
名
前
を
海
岸
の
埠
頭
の
柱
に
刻
み
、
彼
女

は
「
永
遠
と
一
日
」
そ
こ
に
い
る
の
だ
よ
と
告
げ
る
時
、
ア
ン
ナ
は
母
親

に
興
奮
気
味
に
話
し
ま
す
。「
ス
ク
ロ
ー
ギ
ン
さ
ん
た
ら
、
あ
た
し
が

ず
っ
と
そ
こ
に
い
ら
れ
る
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
の
。
そ
れ
で
船
の
船
長
さ
ん

た
ち
は
み
ん
な
あ
た
し
の
こ
と
を
の
ぞ
き
眼
鏡
で
見
る
よ
う
に
な
る
ん
で

す
っ
て
！
」
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
は
不
吉
に
響
く
発
言
に
思
え
ま
す
が
、
す

ぐ
に
も
、
ア
ン
ナ
の
名
前
は
柱
の
海
岸
側
に
彫
ら
れ
て
お
り
、
海
に
面
し

て
は
い
な
い
の
で
、
い
か
な
る
船
長
の
強
力
な
望
遠
鏡
で
あ
れ
、
彼
女
に

指
一
本
た
り
と
も
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

全
般
的
に
、『
幽
霊
と
未
亡
人
』
は
視
る
こ
と
と
、
凝
視
す
る
こ
と
、

待
つ
こ
と
の
三
者
関
係
に
、
威
嚇
的
で
な
く
、
む
し
ろ
媒
介
的
な
関
係
性

を
互
い
に
共
存
可
能
な
も
の
と
し
て
構
築
し
維
持
し
て
い
ま
す
。
重
要
な

瞬
間
、
視
線
を
前
景
化
す
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
シ
ョ
ッ
ト
／
リ
バ
ー

ス
・
シ
ョ
ッ
ト
（
つ
ま
り
主
体
／
客
体
）
の
縫
合
的
関
係
に
常
に
依
存
す
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
身
体
同
様
、
空
間
に
関
し
て
も
拡
散
的
な
、
性

的
に
無
関
心
な
視
点
を
構
築
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
を
カ
メ
ラ

ワ
ー
ク
と
ハ
ー
マ
ン
の
音
楽
が
性
差
の
分
割
を
超
え
て
明
確
に
表
現
し
ま

す
。『
幽
霊
と
未
亡
人
』
に
関
す
る
フ
リ
ー
ダ
・
グ
ラ
フ
の
論
文
は
、
特
に

映
画
の
意
味
構
築
に
お
け
る
音
楽
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
、
映
画
音
楽

の
機
能
に
つ
い
て
鋭
く
詳
細
に
論
じ
て
い
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
か
ら
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ハ
ー
マ
ン
の
音
楽
が

耳
に
響
い
て
く
る
が
、
異
例
の
こ
と
に
は
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
映
画
の
始

ま
り
を
告
げ
る
お
決
ま
り
の
音
楽
に
代
え
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
音
楽
は
後
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
は
非
常
に
曖
昧
化
さ
れ
て
い
る
何

か
を
称
え
て
い
る
。
映
像
と
音
の
通
常
の
関
係
が
逆
転
し
、
聞
こ
え

て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
の
間
の
溝
を
強
調
し
つ
つ
、
音

楽
は
時
に
優
勢
を
占
め
つ
つ
、
カ
メ
ラ
に
よ
る
場
面
構
成
よ
り
も
さ

ら
に
緊
密
に
場
面
を
見
る
視
点
を
決
定
づ
け
る
。
音
楽
は
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
役
割
を
果
た
し
、「
画
面
外
の
声
」
の
よ
う
に
、
切
り
離

さ
れ
た
世
界
、
切
り
離
さ
れ
た
空
間
概
念
を
示
唆
す
る
２３

。

グ
ラ
フ
の
論
点
は
す
ば
ら
し
く
明
晰
で
す
が
、
私
は
、
映
画
の
中
で
最
初

は
カ
メ
ラ
と
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
の
共
同
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
付

け
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
グ
レ
ッ
グ
船
長
に
理
想
化
さ
れ
た
身
体

な
き
位
置
を
与
え
、
次
に
グ
レ
ッ
グ
船
長
と
ル
ー
シ
ー
の
主
体
性
を
区
別

す
る
代
わ
り
に
結
び
つ
け
、
そ
う
し
て
、
二
人
を
、
視
線
の
リ
レ
ー
を
通

し
て
と
い
う
よ
り
は
、
空
間
と
音
で
結
合
し
て
い
く
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
例
を
示
す
最
初
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
グ
レ
ッ
グ
船
長
が
、

ま
だ
そ
う
と
は
悟
ら
れ
な
い
も
の
の
、
ク
ー
ム
氏
と
ル
ー
シ
ー
を
彼
の
家

か
ら
追
い
出
す
こ
と
に
成
功
し
、
前
者
に
は
恐
怖
を
、
後
者
に
は
喜
び
を

与
え
る
と
こ
ろ
で
す
（「
幽
霊
に
と
り
憑
か
れ
て
い
る
の
ね
。
な
ん
て
素

敵
に
魅
惑
的
だ
こ
と
！
」）。
こ
の
瞬
間
ま
で
、
幽
霊
の
存
在
は
、
そ
れ
ぞ

れ
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
上
の
音
楽
の
不
協
和
音
を
伴
う
三
つ
の
場
面
で
示

唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
�
ル
ー
シ
ー
が
ド
ア
を
あ
け
る
と
グ
レ
ッ
グ
船
長
の

肖
像
画
の
上
に
光
が
差
し
込
む
場
面
。
�
ル
ー
シ
ー
が
窓
か
ら
船
長
の
チ

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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リ
マ
ツ
の
木
を
見
つ
け
（「
な
ん
て
お
そ
ろ
し
い
木
な
の
。
切
り
倒
さ
な

く
ち
ゃ
い
け
な
い
わ
」）、
そ
し
て
、
何
か
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
場

面
（「
何
か
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
？

ク
ー
ム
さ
ん
」）。
�
四
年
間
人
が

住
ん
で
い
な
か
っ
た
家
の
埃
だ
ら
け
の
台
所
の
食
卓
に
、
急
い
で
離
れ
た

ら
し
き
昼
食
の
あ
と
を
見
つ
け
る
場
面
。
第
一
と
第
三
の
例
で
は
、
不
協

和
音
は
潜
在
的
に
気
味
悪
い
場
面
で
あ
る
と
い
う
物
語
世
界
外
の
表
現
と

し
て
機
能
し
ま
す
が
、
第
二
の
不
協
和
音
の
例
は
、
グ
レ
ッ
グ
船
長
の
声

の
代
わ
り
を
務
め
る
も
の
で
す
。
チ
リ
マ
ツ
の
木
を
切
り
倒
す
話
を
し
て

い
た
時
に
彼
女
が
聞
い
た
の
は
ク
ー
ム
氏
で
は
な
く
、
グ
レ
ッ
グ
船
長
の

不
快
を
表
す
声
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

船
長
の
声
と
映
画
音
楽
は
、
ク
ー
ム
氏
が
ル
ー
シ
ー
を
渋
々
二
階
の
寝

室
に
案
内
す
る
数
分
後
に
も
一
致
し
ま
す
。「
で
も
何
で
す
っ
て
？
」
と

彼
女
は
窓
の
前
の
望
遠
鏡
を
見
な
が
ら
叫
び
、
指
先
で
そ
れ
に
触
れ
る
と

き
で
す
。「
そ
れ
だ
わ
。
あ
な
た
は
清
潔
よ
！
」
彼
女
は
小
さ
な
バ
ル
コ

ニ
ー
に
通
じ
る
フ
ラ
ン
ス
窓
を
開
け
ま
す
。
明
ら
か
に
男
性
の
も
の
と
わ

か
る
「
く
っ
く
」
と
笑
う
声
が
聞
こ
え
、
振
り
向
い
た
彼
女
を
カ
メ
ラ
が

ミ
デ
ィ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
ト
で
と
ら
え
ま
す
。「
今
の
声
、
ク
ー
ム
さ
ん
で
す

の
？
」
そ
の
瞬
間
、
く
っ
く
と
笑
う
声
は
大
き
な
笑
い
声
に
か
わ
り
、
う

な
り
声
と
な
り
、
俯
瞰
か
ら
の
ク
ー
ム
氏
の
切
り
返
し
の
リ
バ
ー
ス
・

シ
ョ
ッ
ト
に
切
り
替
わ
る
と
、
彼
は
部
屋
を
急
い
で
出
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
ド
ア
が
閉
ま
り
笑
い
声
が
続
き
、
ド
ア
が
閉
ま
っ
た
時
か
ら
続
く
ス

タ
ッ
カ
ー
ト
の
音
楽
が
響
き
、
映
画
は
ル
ー
シ
ー
の
ミ
デ
ィ
ア
ム
・

シ
ョ
ッ
ト
に
切
り
替
わ
り
、「
ク
ー
ム
さ
ん
！
」
と
呼
ぶ
彼
女
の
声
が
聞

こ
え
ま
す
。
も
う
一
度
俯
瞰
か
ら
の
リ
バ
ー
ス
・
シ
ョ
ッ
ト
が
続
き
、
今

度
は
ル
ー
シ
ー
が
部
屋
か
ら
去
り
、
そ
の
場
面
は
家
の
外
で
二
人
が
一
緒

に
い
る
と
こ
ろ
で
終
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
私
は
二
つ
の
俯
瞰
シ
ョ
ッ
ト
を
「
リ
バ
ー
ス
・
シ
ョ
ッ
ト
」
と

よ
ん
で
き
ま
し
た
が
、
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
論
理
で
は
、
通
常
そ

う
呼
ば
れ
る
て
い
る
た
め
で
す
。
ク
ー
ム
氏
と
ル
ー
シ
ー
が
部
屋
で
会
話

を
交
わ
し
て
い
る
場
面
で
の
会
話
の
や
り
と
り
は
通
常
、
切
り
返
し
、
つ

ま
り
シ
ョ
ッ
ト
／
リ
バ
ー
ス
・
シ
ョ
ッ
ト
構
造
を
用
い
て
伝
え
ら
れ
る
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
ル
ー
シ
ー
の
ミ
デ
ィ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
ト
は
古
典
的
編

集
方
針
と
一
致
し
た
高
さ
と
位
置
か
ら
撮
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
女
が

ク
ー
ム
氏
を
見
る
視
線
の
方
向
、
い
わ
ゆ
る
リ
バ
ー
ス
・
シ
ョ
ッ
ト
は
、

論
理
的
に
は
彼
女
の
観
点
と
同
じ
位
置
か
ら
切
り
か
え
さ
れ
る
は
ず
が
、

実
際
に
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
次
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、

ク
ー
ム
氏
の
戸
口
か
ら
逃
げ
て
ゆ
く
姿
で
す
が
、
直
前
の
ル
ー
シ
ー
の

シ
ョ
ッ
ト
よ
り
も
遥
か
に
高
い
ア
ン
グ
ル
か
ら
切
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
本
質
的
に
二
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
は
反
復
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
カ

メ
ラ
は
次
の
ル
ー
シ
ー
の
ミ
デ
ィ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
ト
に
代
わ
り
、
ま
た
俯

瞰
シ
ョ
ッ
ト
が
続
き
、
今
度
は
彼
女
が
部
屋
を
出
て
ゆ
く
と
こ
ろ
が
映
り

ま
す
。
し
ば
ら
く
の
間
、
俯
瞰
シ
ョ
ッ
ト
は
人
の
い
な
く
な
っ
た
部
屋
に

と
ど
ま
り
、
グ
レ
ッ
グ
船
長
の
笑
い
声
と
音
楽
が
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
を

満
た
し
、
次
に
ル
ー
シ
ー
と
ク
ー
ム
が
逃
げ
て
き
た
ば
か
り
の
家
の
前
で

話
し
て
い
る
場
面
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
詳
細
こ
そ
、
グ
ラ
フ
が
雄
弁
に
論
じ
た
サ
ウ
ン
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ド
ト
ラ
ッ
ク
と
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
の
共
生
的
な
関
係
で
あ
り
、
こ
こ
で
示
唆

さ
れ
て
い
る
の
は
、
ル
ー
シ
ー
の
視
点
と
船
長
の
視
点
が
換
喩
的
で
あ
り
、

空
間
的
に
接
続
し
て
い
る
点
で
す
。
ル
ー
シ
ー
の
視
点
を
表
象
す
べ
き
リ

バ
ー
ス
・
シ
ョ
ッ
ト
は
、
代
わ
り
に
、
彼
女
の
位
置
か
ら
で
は
な
く
、
実

際
に
は
あ
り
得
な
い
、
高
い
角
度
か
ら
撮
影
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

誰
も
ど
の
よ
う
な
身
体
も
、
そ
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

す
。
そ
れ
は
、
空
間
と
音
の
召
喚
を
通
し
て
明
確
に
さ
れ
る
主
体
の
表
象

で
あ
り
、
ル
ー
シ
ー
に
も
船
長
に
も
同
時
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ブ
リ
ッ
タ
・
シ
ョ
ー
グ
レ
ン
は
一
九
四
〇
年
代
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
女
性

の
声
に
関
す
る
素
晴
ら
し
い
研
究
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

画
面
外
の
声
の
主
の
「
身
体
」
は
、
実
際
、
そ
れ
を
事
後
的
に
「
つ

な
ぎ
と
め
る
」
映
像
よ
り
も
、
空
間
に
よ
り
適
切
に
「
所
属
す
る
」

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
声
の
身
体
は
、
物
語
の
論

理
を
通
し
て
の
み
そ
の
声
に
く
っ
つ
い
て
い
る
映
像
と
で
は
な
く
、

空
間
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
だ
２４

。

音
楽
、
声
、
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
、
編
集
の
繊
細
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
こ

の
作
品
は
、
性
差
の
分
割
を
超
え
て
共
有
さ
れ
る
主
体
を
喚
起
す
る
の
で

す
。

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

物
語
が
進
む
に
つ
れ
、
ル
ー
シ
ー
は
と
り
す
ま
し
て
上
品
に
振
る
舞
い
、

船
長
は
あ
か
ら
さ
ま
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
持
ち

主
で
あ
る
と
い
う
慣
習
的
な
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
は
、
性
差
の

厳
格
な
構
造
を
主
張
す
る
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ル
ー
シ
ー
と
グ
レ
ッ

グ
船
長
を
強
固
に
結
び
つ
け
ま
す
。
フ
ォ
ー
ク
ス
は
、
一
九
七
〇
年
代
か

ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
幽
霊
コ
メ
デ
ィ
に
広
が
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
交
換

に
言
及
し
、
性
的
な
同
一
性
を
求
め
る
一
環
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す

が
、『
幽
霊
と
未
亡
人
』
に
は
あ
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ

て
い
る
の
は
、
差
異
に
お
け
る
類
似
性
な
の
で
す
。
ル
ー
シ
ー
自
身
の
上

品
な
言
葉
遣
い
に
、
荒
っ
ぽ
い
「
ち
く
し
ょ
う
！
」
と
い
っ
た
罵
倒
語
が

混
じ
り
、
船
長
の
言
葉
も
ル
ー
シ
ー
の
特
徴
が
入
り
込
み
ま
す
。
ド
ー
ン

は
、「
ラ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
は
、
男
性
は
一
種
の
汚
染
に
よ
る
女

性
化
を
経
験
す
る
―
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
、
女
性
化
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル

に
い
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
去
勢
さ
れ
る
」
２５

と
述
べ
て
い
ま
す
。
船
長
も
ま
た
、
女
性
映
画
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
あ
り
ふ
れ

た
行
為
、
つ
ま
り
待
つ
、
見
続
け
る
と
い
う
行
為
を
遂
行
し
ま
す
。
し
か

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

し
、
船
長
は
、
見
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
物
語
の
主
要
な
流
れ

に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
他
の
登
場
人
物
よ
り
も
多
く
を
見
て
、

多
く
を
知
っ
て
は
い
ま
す
が
、
自
分
に
な
す
す
べ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と

を
わ
き
ま
え
て
お
り
、
彼
は
、
ル
ー
シ
ー
の
人
生
に
生
産
的
に
介
入
す
る

こ
と
な
く
、
結
局
は
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

先
に
強
調
し
た
よ
う
に
、
四
〇
年
代
女
性
映
画
の
因
習
に
参
加
す
る
幽

霊
映
画
は
、
フ
ォ
ー
ク
ス
が
現
代
の
幽
霊
映
画
に
見
出
し
た
よ
う
な
時
間

の
可
逆
性
を
共
有
し
ま
せ
ん
。『
幽
霊
と
未
亡
人
』
は
、
決
し
て
後
戻
り

の
で
き
な
い
、
不
可
避
の
時
の
流
れ
に
対
す
る
言
及
に
満
ち
て
お
り
、
そ

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

れ
自
体
で
、
古
典
的
映
画
の
物
語
が
時
間
と
共
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、
消
え

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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て
ゆ
く
経
験
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
は
、
時
の
重

荷
と
そ
の
変
遷
を
明
白
な
も
の
に
し
て
ゆ
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
映
画
全

体
、
特
に
映
画
の
最
後
の
三
分
の
一
（
つ
ま
り
、
グ
レ
ッ
グ
船
長
が
去
り
、

マ
イ
ル
ズ
が
裏
切
り
、
ル
ー
シ
ー
が
孤
独
な
人
生
に
戻
っ
た
後
）
に
見
ら

れ
る
音
楽
と
映
像
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
（
例
│
波
の
音
、
ア
ン
ナ
の

名
前
を
刻
ん
だ
古
び
た
埠
頭
の
柱
）
行
わ
れ
ま
す
。
グ
ラ
フ
は
こ
う
記
し

て
い
ま
す
。

反
復
的
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
の
よ
う
に
潮
の
流
れ
を
模
倣
す
る
音
楽
を

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

通
じ
て
、
物
語
の
時
間
も
ま
た
、
そ
の
直
線
的
な
目
的
論
的
流
れ

か
ら
逸
れ
る
。
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
（
こ
の
音
楽
に
お
け
る
）
は
特
定

の
人
に
も
場
所
に
も
言
及
し
な
い
た
め
に
、
主
観
と
客
観
の
間
の
境

界
を
消
し
去
る
の
に
役
立
つ
。
音
楽
は
異
な
る
時
間
の
層
を
合
体
さ

せ
つ
つ
、
時
間
を
時
間
の
感
じ
に
敷
衍
す
る
の
だ
２６

。（
強
調
、
引

用
者
）

そ
の
「
感
じ
」
こ
そ
が
、
巻
き
戻
す
こ
と
も
急
が
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い

時
間
へ
の
言
及
に
と
り
憑
か
れ
た
映
画
に
お
い
て
残
り
続
け
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
音
楽
、
言
葉
、
映
像
と
一
体
化
し
て
、
喪
失
と
喪
の
感
情
の
主

題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
す
。
ル
ー
シ
ー
の
寝
室
の
暖
炉
の
上
の
飾

り
棚
に
置
か
れ
た
小
さ
な
時
計
の
た
て
る
チ
ャ
イ
ム
の
よ
う
に
…
…
「
も

う
こ
ん
な
時
間
だ
な
ん
て
、
気
が
付
か
な
か
っ
た
わ
」（
ル
ー
シ
ー
）
…

…
「
人
生
は
あ
ま
り
に
短
い
わ
」（
ル
ー
シ
ー
）
／
「
あ
な
た
の
人
生
は
短

い
か
も
し
れ
な
い
。
私
に
は
自
分
の
自
由
に
で
き
る
無
限
の
時
が
あ
る
」

（
グ
レ
ッ
グ
船
長
）
…
…
「
わ
た
し
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
す
べ
て
は
起

き
て
し
ま
っ
た
ん
だ
―
起
こ
り
う
る
す
べ
て
の
こ
と
は
」（
グ
レ
ッ
グ
船

長
）
…
…
「
あ
の
方
が
急
い
で
く
だ
さ
れ
ば
い
い
の
だ
け
ど
」（
ル
ー

シ
ー
）
／
「
今
は
も
う
急
ぐ
必
要
は
な
い
さ
。
そ
の
内
に
た
ど
り
着
く

さ
」（
マ
イ
ル
ズ
）。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
う
ち
に
、
彼
ら
は
「
た
ど
り
着
き

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

ま
す
」。
す
べ
て
の
物
語
に
終
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
も
未
亡

人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
訪
れ
る
船
長
と
の
再
会
で
（
ほ
ぼ
）
ハ
ッ
ピ
ー
エ

ン
ド
で
終
わ
り
ま
す
。
け
れ
ど
、
ル
ー
シ
ー
と
グ
レ
ッ
グ
船
長
の
二
つ
の

幽
霊
が
共
に
別
荘
を
去
り
、
新
た
な
朝
へ
と
旅
だ
っ
た
後
で
も
、
船
長
の

ル
ー
シ
ー
へ
の
真
夜
中
の
別
れ
の
言
葉
が
ハ
ー
マ
ン
の
物
憂
い
調
べ
と
共

に
響
き
渡
る
の
で
す
。「
私
た
ち
が
逃
し
て
し
ま
っ
た
も
の
、
ル
シ
ア
。

私
た
ち
が
二
人
と
も
逃
し
て
し
ま
っ
た
も
の
…
…
」

『
幽
霊
と
未
亡
人
』
は
二
十
世
紀
初
頭
に
設
定
さ
れ
、
新
し
い
一
日
の

夜
明
け
で
終
わ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
台
詞
は
あ
か
ら
さ
ま
に
無
邪
気
な

モ
ダ
ニ
テ
ィ

近
代
性
へ
の
自
意
識
的
言
及
に
満
ち
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と

い
っ
た
形
式
的
工
夫
が
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

ず
、
物
語
が
与
え
る
主
な
印
象
は
、
回
顧
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
感
情
で

す
。
第
二
次
大
戦
終
結
の
二
年
後
に
公
開
さ
れ
た
本
作
品
は
、
二
十
世
紀

初
頭
の
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
時
代
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク

な
願
望
を
示
し
、
亡
く
な
っ
た
人
や
物
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
時
間
の

観
点
か
ら
主
と
し
て
経
験
さ
れ
る
喪
失
の
感
覚
を
強
調
し
ま
す
。
結
論
的

に
言
え
ば
、『
幽
霊
と
未
亡
人
』
に
と
り
憑
い
て
い
る
の
は
グ
レ
ッ
グ
船

214



長
で
は
な
く
、
喪
失
そ
れ
自
体
の
予
感
と
不
可
避
性
で
す
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
第
二
次
大
戦
後
の
観
客
で
あ
れ
ば
確
か
に
感
情
的
に
同
一
化
で
き
た

で
あ
ろ
う
経
験
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
モ
ド
ゥ
レ
ス
キ
ー
が
論
じ
た
よ
う

に
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
基
本
的
快
楽
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
。
他
の
女
性
映

画
と
同
様
、
こ
の
映
画
は
、
欲
望
の
観
点
か
ら
喪
失
を
物
語
化
し
ま
す
。

そ
の
欲
望
と
い
う
の
は
、
究
極
的
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
割
を
超
え
て
分

節
化
さ
れ
る
欲
望
で
す
。
そ
し
て
、
男
性
、
女
性
と
い
う
分
割
に
き
れ
い

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

に
整
理
さ
れ
た
主
体
性
を
取
り
崩
し
、
映
像
か
ら
映
画
的
物
語
の
息
吹

と
動
き
へ
と
そ
の
重
要
性
の
度
合
い
を
置
き
換
え
る
の
で
す
。
言
い
換
え

れ
ば
、
時
の
流
れ
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
映
画
的
言
説
の
多
重
性
の
中

で
、
と
同
時
に
、
そ
れ
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
、
物
語
性
（
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
ィ
テ
ィ
）
に
重
要
性
を
置
く
こ
と
な
の
で
す
。

註１

T
he
Invited

『
呪
い
の
家
』（
ア
レ
ン
、1944

）、『
幽
霊
と
未
亡
人
』

（
マ
ン
キ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
、1947

）、『
魅
惑
』（
ラ
イ
ス
、1948

）、『
ジ
ェ

ニ
ー
の
肖
像
』（
デ
ィ
タ
ー
レ
、1948

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
議
論
の

余
地
は
あ
る
が
、Sm

ilin’T
hrough

（
フ
ラ
ン
ク
・
ボ
ゼ
ー
ギ
の
リ
メ
イ

ク
、1941

）、『
忘
れ
じ
の
面
影
』（
オ
フ
ュ
ル
ス
、1948

）
も
同
類
で
あ

る
。

２

A
lison

M
cK
ee,To

Speak
of
Love:N

arrative,D
esire,and

the
W
om
an’s

F
ilm

ofthe
1940s,U

C
L
A
dissertation,2003.

３

Friede
G
rafe,

T
he

G
host

and
M
rs.

M
uir

(L
ondon:

B
ritish

Film

C
lassics,

1995);
K
atherine

Fow
kes,

G
iving

U
p
the

G
host:

Spirits,

G
hosts,

and
A
ngels

in
M
ainstream

C
om
edy

F
ilm

s
(D
etroit:

W
ayne

State
U
niversity

Press,
1998);

L
ee
K
ovacs,

T
he

H
aunted

Screen:

G
hosts

in
L
iterature

and
F
ilm

(Jefferson,
N
orth

C
arolina

and
L
on-

don:M
cFarland

&
C
om
pany,Inc.,1999

）
を
参
照
の
こ
と
。

４

Patricia
W
hite,U

ninvited:C
lassicalH

ollyw
ood

C
inem

a
and

Lesbian

R
epresentability

（B
loom

ington
and

Indianapolis:Indiana
U
niversity

Press,1999

）.

５

Tania
M
odleski,“T

im
e
and

D
esire

in
the
W
om
an’s

Film
,”
in
H
om
e

is
W
here

the
H
eartIs:

Studies
in
M
elodram

a
and

the
W
om
an’s

F
ilm

,

ed.C
hristine

G
ledhill(L

ondon:B
FI
Publishing,1987),p.335;M

ary

A
nn
D
oane,T

he
D
esire

to
D
esire:

T
he
W
om
ans’s

F
ilm

of
the

1940s

（B
loom

ington
and

Indianapolis:
Indiana

U
niversity

Press,
1988

）.

翻
訳
は
メ
ア
リ
・
ア
ン
・
ド
ー
ン
『
欲
望
へ
の
欲
望：

一
九
四
〇
年
代
の

女
性
映
画
』、
松
田
政
男
訳
、
勁
草
書
房
、1999

年

６

Fow
kes,p.29.

７

Ibid.,p.12.

８

Ibid.,p.32.

９
PeterB

rooks,R
eading

for
the

P
lot:D

esign
and

Intention
in
N
arrative

(N
ew
Y
ork:R

andom
H
ouse,1984).

１０

ブ
ル
ッ
ク
ス
、
一
四
七
頁
。
フ
ォ
ー
ク
ス
は
さ
ら
に
モ
ド
ゥ
レ
ス

キ
ー
の
ソ
ー
プ
・
オ
ペ
ラ
論
を
喚
起
し
（“T

he
Search

for
Tom

orrow
in

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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Today’s
Soap

O
peras,”

Film
Q
uarterly

33,no.1
(Fall1979)

）、
そ
れ
を

「
完
璧
な
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
的
美
学
│
│
ド
ラ
マ
的
サ
ス
ペ
ン
ス
と
完
璧
な

エ
ン
デ
ィ
ン
グ

脱
│
│
強
調
的

結
末
」
と
み
な
す
。
彼
女
が
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
研
究
す

る
多
く
の
物
語
形
成
に
お
い
て
果
た
し
た
連
続
化
の
役
割
を
見
逃
し
て

い
る
の
は
興
味
深
い
。
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
そ
の
中
で
、
中
間
の
魅
力
と
、

結
末
の
遅
延
を
認
識
し
て
い
る
。

１１

フ
ォ
ー
ク
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ピ
ー
タ
・
ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
は
、

「
フ
ィ
ル
ム
・
ブ
ラ
ン
」（Film

blanc

）
と
い
う
用
語
を
用
い
て
一
九
三

〇
年
代
、
四
十
年
代
幽
霊
映
画
を
描
写
し
て
い
る
（PeterV

alenti,“T
he

‘Film
B
lanc’:Suggestions

for
a
V
ariety

ofFantasy,1940−45,”
Journal

ofPopular
F
ilm

6,no.4
(W
inter

1978:295−
303

））。
同
論
文
で
ヴ
ァ

ラ
ン
テ
ィ
は
フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
と
こ
れ
ら
の
映
画
を
比
較
し
、
前

者
が
戦
争
中
と
戦
後
に
生
じ
た
人
生
、
死
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
巻
く
深
く
根
ざ
し
た
文
化
的
苦
悶
に
声
を
与

え
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
観
客
に
安
心
さ
せ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

を
提
供
し
た
た
め
に
大
衆
的
人
気
を
得
た
と
論
じ
て
い
る
。
ヴ
ァ
レ
ン

テ
ィ
の
議
論
は
説
得
的
だ
が
、
こ
う
し
た
映
画
の
中
で
も
同
様
に
作
用

し
て
い
る
欲
望
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
歴
史
の
非
常
に
複
雑
な
交
渉
の
い
く

つ
か
を
見
逃
す
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

１２

映
画
の
原
作
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
主
体
を
探
求
し
て
い
る
こ
と

を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
ジ
ョ
ー
ン
・
レ
ズ
リ
ー
が
、
映
画
の
冒
頭
の
タ

イ
ト
ル
・
シ
ー
ク
エ
ン
ス
でR

.A
.D
ick

と
い
う
非
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
仮
名

を
使
用
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

１３

M
argaretD

.Steitz,“T
he
G
hostand

M
rs.M

uir:
L
aughing

w
ith
the

C
aptain

of
the

H
ouse,”

Studies
in
the

N
ovel

38,no.1
(Spring

1996):

20.

１４

マ
ー
サ
は
ル
ー
シ
ー
に
「
彼
は
慎
み
深
い
女
性
が
交
際
す
る
男
性
で

は
な
い
わ
」
と
言
い
、
数
年
後
、
ア
ン
ナ
は
母
親
に
「
あ
の
人
と
結
婚

し
な
い
よ
う
に
っ
て
い
つ
も
お
祈
り
し
て
た
わ
」
と
言
う
。
若
い
頃
こ

の
映
画
を
見
て
、
私
自
身
も
マ
イ
ル
ズ
に
対
し
同
種
の
嫌
悪
感
を
抱
き
、

俳
優
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
へ
の
感
情
に
ま
で
そ
れ
は
影
響
し
、
長

い
間
、
彼
の
出
演
す
る
映
画
は
避
け
て
い
た
。
年
と
共
に
私
の
過
ち
は

正
さ
れ
た
が
。

１５

ド
ー
ン
、p.97

（
翻
訳
は
一
五
二
頁
）。

１６

ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、『
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想
像
力
』、
四
方
田
犬

彦
・
木
村
慧
子
訳
、
産
業
図
書
、
二
〇
〇
二
年
。

１７

ブ
ル
ッ
ク
ス
、
同
前
、p.36

（
翻
訳
九
〇
頁
、
訳
は
文
脈
に
従
っ
て

若
干
改
訂
し
て
あ
る
）。

１８

『
忘
れ
じ
の
面
影
』（
オ
フ
ュ
ル
ス
、1948

）
中
の
オ
ペ
ラ
・
シ
ー
ク
エ

ン
ス
で
、
リ
ザ
（
ジ
ョ
ー
ン
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ン
）
の
上
ず
っ
た
声
が
語
る

「
ど
こ
か
に
あ
な
た
の
視
線
が
あ
っ
た
わ
。
そ
の
時
知
っ
た
の
。
逃
げ

ら
れ
な
い
っ
て
！
」

１９

ル
ー
シ
ー
の
亡
夫
、
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ミ
ュ
ア
に
つ
い
て
は
、
ル
ー

シ
ー
は
船
長
に
「
可
哀
想
な
エ
ド
ウ
ィ
ン
、
彼
は
何
も
し
な
か
っ
た
人

よ
」
こ
の
映
画
の
男
性
は
船
長
す
ら
物
事
を
実
行
で
き
な
い
。

２０

ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ
の
用
語
は
、
彼
女
と
他
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち

が
、
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
適
切
な
観
客
性
（spectatorship

）
を

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス

説
明
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
た
て
た
主
体
／
客
体
構
造
と
力
学
か
ら
派
生

216



し
て
い
る
。
レ
ッ
ク
ス
・
ハ
リ
ソ
ン
の
四
十
年
代
、
五
十
年
代
の
渾
名

は
「
セ
ク
シ
ー
・
レ
ク
シ
ー
」
で
、
こ
の
物
語
の
中
で
も
男
性
性
と
女
性

性
の
両
方
の
観
点
か
ら
理
想
化
さ
れ
て
い
る
。「
女
性
化
さ
れ
た
男
は

魅
力
的
…
…
彼
が
女
性
に
与
え
る
よ
う
に
見
え
る
自
由
の
ゆ
え
に
：
彼

女
自
身
の
欲
望
と
触
れ
、
そ
れ
を
行
使
す
る
自
由
、
そ
し
て
父
権
主
義

的
権
力
を
拒
否
す
る
自
由
の
ゆ
え
に
」（M

odleski,
“T
im
e
and

D
esire

in
the

W
om
an’s

Film
,”
p.
334

）
女
性
映
画
に
登
場
す
る
女
性
化
さ
れ

ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

た
男
性
は
、
父
権
主
義
下
に
あ
る
女
性
の
異
性
へ
の
性
的
志
向
経
験
へ

相
対
的
に
安
全
な
扉
を
開
い
て
く
れ
る
た
め
、
思
春
期
以
前
の
女
子
に

は
特
に
魅
惑
的
か
も
し
れ
な
い
。

２１

M
odleski,“T

im
e
and

D
esire,”

p.332.

２２

グ
レ
ッ
グ
船
長
に
心
を
奪
わ
れ
る
若
い
娘
の
リ
ス
ト
に
は
ア
ン
ナ
も

入
る
。
成
長
し
た
ア
ン
ナ
は
微
笑
み
な
が
ら
母
親
に
告
げ
る
「
私
も
絶

望
的
に
彼
に
恋
し
て
た
わ
」。

２３

G
rafe,p.40.

２４

B
ritta

H
.Sjogren,Sustaining

D
ifference:Fem

ale
Voice−

O
ffin

H
ollyw

ood

F
ilm

s
ofthe

1940s
(Ph.D

.dissertation,U
C
L
A
,1997),p.63.Published

as
Into

the
Vortex:

Fem
ale

Voice
and

Paradox
in
F
ilm

(U
niversity

of

Illinois
Press,2005

）.

２５

D
oane,p.97

（
翻
訳
、
一
五
二
頁
）。

２６

G
rafe,p.42.

●
コ
メ
ン
ト

野
沢
公
子

ア
リ
ソ
ン
・
マ
ッ
キ
ー
氏
の
『
幽
霊
と
未
亡
人
』（（
マ
ン
キ
ー
ウ
イ
ッ

ツ
監
督
、
一
九
四
七
）
の
テ
ク
ス
ト
分
析
は
、
こ
れ
ま
で
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

に
よ
る
「
女
性
映
画
」
研
究
の
中
で
も
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
「
幽
霊
映
画
」
を
通
し
て
、
女
性
の
欲
望
と
主
体
の
新
し
い
可
能

性
を
示
唆
し
た
点
で
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
第
二
次
大
戦
後
に

製
作
さ
れ
た
幽
霊
映
画
を
含
む
「
女
性
映
画
」
に
お
け
る
女
性
性
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
が
、
同
時
期
の
フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
に
お
け

る
男
性
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
危
機
ほ
ど
の
批
評
的
関
心
を
得
な

か
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
二
重
基
準
そ
の
も
の
と
い
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。

「
女
性
映
画
」
を
父
権
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
ま
れ
た
隠
花
植
物
と
み
る

モ
リ
ー
・
ハ
ス
ケ
ル
の
『
崇
拝
か
ら
レ
イ
プ
へ
』（
一
九
七
三
）
を
引
き
継

い
で
、
メ
ア
リ
・
ア
ン
・
ド
ー
ン
は
四
〇
年
代
の
「
女
性
映
画
」
を
総
括
す

る
『
欲
望
か
ら
欲
望
へ
』（
一
九
八
五
）
に
お
い
て
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
、
ヒ
ス

テ
リ
ー
、
神
経
症
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
と
い
っ
た
精
神
分
析
の
臨
床
例
と
女
性

性
を
結
び
つ
け
、
病
む
存
在
と
し
て
の
女
性
像
を
通
し
て
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映

フェミニスト的観点から欲望を書き換える

217



画
の
反
動
性
と
抑
圧
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。

主
体
は
常
に
男
性
に
あ
っ
て
、
女
性
に
は
不
在
で
あ
り
、
主
体
を
持
ち
た

い
と
い
う
幻
想
、
欲
望
を
得
た
い
と
い
う
幻
想
が
あ
る
だ
け
だ
と
す
る

ド
ー
ン
の
主
張
に
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
映
像
批
評
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え

た
ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ
の
「
視
覚
的
快
楽
と
物
語
映
画
」（
一
九
七
五
）
の

強
い
影
響
が
窺
わ
れ
ま
す
。
マ
ル
ヴ
ィ
の
エ
デ
ィ
プ
ス
期
に
依
拠
し
た
精

神
分
析
理
論
で
は
、
主
体
を
構
成
す
る
視
線
は
男
性
の
も
の
で
、
女
性
は

主
体
を
奪
わ
れ
た
ま
ま
、
男
性
の
覗
き
見
と
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
対
象
で

し
か
な
い
か
ら
で
す
。
ド
ー
ン
自
身
は
女
性
の
視
線
の
可
能
性
を
否
定
し

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
父
権
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
二
重
基
準
で
は
、
女

性
の
視
線
は
否
定
さ
れ
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
ド
ー
ン
の
結
論
で
す
。

八
〇
年
代
の
観
客
論
争
は
、
視
覚
的
快
楽
が
男
性
観
客
の
占
有
な
ら
ば
女

性
観
客
は
男
性
の
視
線
に
一
時
的
に
同
一
化
し
た
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
し
か
な
い
の
か
、
女
性
観
客
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
主
体
は
何
な
の
か
と

い
う
も
の
で
し
た
。「
女
性
映
画
」
の
製
作
、
監
督
、
配
給
の
す
べ
て
を

支
配
す
る
の
が
男
性
、
す
な
わ
ち
父
権
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方

で
、「
女
性
映
画
」
の
前
提
条
件
が
女
性
の
人
生
に
関
わ
る
主
題
、
女
性

主
人
公
、
女
性
観
客
と
い
う
三
つ
の
条
件
を
満
た
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
事
実
は
、
テ
ク
ス
ト
自
身
に
父
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
内
在
す
る
様
々
な

矛
盾
や
割
れ
目
、
あ
る
い
は
、
マ
ッ
キ
ー
氏
の
主
張
に
あ
る
よ
う
な
、
ひ

そ
か
に
書
き
込
ま
れ
た
女
性
の
欲
望
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
も
た
ら
し
ま
す
。

マ
ッ
キ
ー
氏
が
、
ド
ー
ン
に
言
及
し
つ
つ
、「
女
性
映
画
」
に
ド
ー
ン
の

ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
は
異
な
る
意
味
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
の
も
こ
の
可
能
性

を
積
極
的
に
認
め
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

『
幽
霊
と
未
亡
人
』
を
め
ぐ
る
マ
ッ
キ
ー
氏
の
論
点
が
、
す
で
に
述
べ

た
理
論
で
支
配
的
で
あ
り
続
け
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
超
え
る
可
能
性
に
あ
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

幽
霊
映
画
の
場
合
、
幽
霊
が
殆
ど
の
場
合
男
性
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
区
分
の
問
題
性
を
明
示
し
て
い
ま
す
。
幽
霊
映
画
に
お

い
て
、
女
性
が
、
存
在
し
な
い
男
や
男
の
声
に
と
り
憑
か
れ
る
と
い
う
設

定
は
、
男
性
が
、
身
体
を
持
た
な
い
女
や
女
の
声
に
と
り
憑
か
れ
る
と
い

う
設
定
の
侵
犯
性
と
危
険
性
を
回
避
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。『
幽
霊
と
未
亡
人
』
も
ま
た
、
ド
ー
ン
流
の
解
釈
で
は
、

マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
妄
想
の
犠
牲
者
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
性
を
も
ち
、
パ

ラ
ノ
イ
ア
・
テ
ク
ス
ト
、
あ
る
い
は
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
・
テ
ク
ス
ト
と
な
る
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
（
ド
ー
ン
は
こ
の
作
品
に
全
く
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
）。

七
〇
年
代
以
降
の
幽
霊
映
画
を
論
じ
た
キ
ャ
サ
リ
ン
・
フ
ォ
ー
ク
ス
は
、

男
性
幽
霊
が
登
場
す
る
幽
霊
映
画
を
、
安
定
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
区
分
が
困

難
な
ア
メ
リ
カ
の
文
化
的
混
乱
状
況
を
要
因
と
し
た
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
前
エ
デ
ィ
プ
ス
期

の
精
神
分
析
理
論
を
援
用
し
て
、
男
性
幽
霊
の
前
エ
デ
ィ
プ
ス
期
の
母
子

一
体
化
へ
の
欲
望
が
「
性
的
同
一
性
」（sexualsam

eness

）
あ
る
い
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
変
換
へ
の
欲
望
を
導
く
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
性

的
同
一
化
へ
の
欲
望
は
、
フ
ィ
ル
ム
・
ノ
ワ
ー
ル
に
通
じ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

区
分
の
不
安
定
性
、
と
り
わ
け
男
性
性
の
危
機
が
招
い
た
病
い
の
症
候
で

あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
フ
ォ
ー
ク
ス
が
男
性
性
に
焦
点
を
当
て
た
の
に
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対
し
て
、
マ
ッ
キ
ー
氏
は
男
女
両
性
の
相
互
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
、
そ

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
区
分
の
あ
い
ま
い
化
を
逆
に
肯
定
的
に
捉
え
ま
す
。
こ
の

点
が
マ
ッ
キ
ー
氏
の
対
抗
的
な
読
み
を
最
も
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

氏
は
、
多
く
の
幽
霊
映
画
が
第
二
次
大
戦
後
の
人
々
が
共
有
し
た
「
喪
の

感
情
」
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
幽
霊
の
船
長
グ

レ
ッ
グ
と
未
亡
人
ル
ー
シ
ー
が
共
に
男
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
女
性
的
で

あ
る
「
性
的
差
異
に
お
け
る
類
似
性
」（sim

ilarity
in
difference

）
へ
の

欲
望
を
実
現
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ま
す
。
男
性
に
も

女
性
性
が
あ
り
、
女
性
に
も
男
性
性
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
は
二
者
択
一
性
を
も
つ
本
質
主
義
の
も
の
で
は
な
く
流
動
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
女
性
化
さ
れ
た
男
性
を
「
去
勢
さ
れ

た
男
性
」
あ
る
い
は
「
女
性
性
に
よ
る
汚
染
」
と
見
な
す
ド
ー
ン
に
あ
っ

て
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
異
性
愛
主
義
の
二
項
対
立
は
ど
こ
ま
で
も
強
化
さ
れ

続
け
ま
す
が
、
マ
ッ
キ
ー
氏
は
こ
の
二
項
対
立
を
む
し
ろ
あ
い
ま
い
化
し

ま
す
。
第
一
、
幽
霊
の
船
長
グ
レ
ッ
グ
を
愛
す
る
未
亡
人
ル
ー
シ
ー
に
は

性
的
抑
圧
も
な
け
れ
ば
病
的
な
要
素
も
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
作
品
の

設
定
で
あ
る
二
十
世
紀
初
頭
を
「
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
時

代
」
と
氏
が
述
べ
る
の
は
、
男
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
女
性
的
で
あ
る
こ

と
が
可
能
だ
っ
た
時
代
を
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
の
証
左
と
な
り
、
だ
か

ら
こ
そ
、
失
わ
れ
た
主
体
と
し
て
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
と
な
る
の
で
す
。

男
性
性
と
女
性
性
が
混
じ
り
あ
っ
た
主
体
、「
流
動
的
主
体
」
が
可
能

で
あ
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
キ
ャ
メ
ラ
、
視
線
、
人
物
な
ど
の

す
べ
て
の
要
素
が
固
定
化
さ
れ
ず
「
流
動
性
と
可
変
性
」
が
与
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
だ
と
氏
は
主
張
し
ま
す
。
氏
の
シ
ョ
ッ
ト
分
析
で
明
ら
か
な
よ

う
に
、
事
実
、
キ
ャ
メ
ラ
は
実
に
よ
く
移
動
し
ま
す
。
ル
ー
シ
ー
と
グ

レ
ッ
グ
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
他
の
多
く
の
人
物
登
場
場
面
で
も
、
縦
横

自
由
に
移
動
し
、
言
い
換
え
れ
ば
、
遊
戯
性
を
獲
得
し
て
い
ま
す
。
ま
る

で
好
奇
心
旺
盛
な
子
供
の
目
の
よ
う
で
す
。
ま
た
、
キ
ャ
メ
ラ
の
視
線
は
、

当
然
、
主
観
キ
ャ
メ
ラ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
場
面
で

も
、
明
確
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
不
在
で
す
。
グ
レ
ッ
グ
の
視
点
で
あ
る
は
ず

な
の
に
さ
迷
う
よ
う
に
空
間
を
浮
遊
す
る
キ
ャ
メ
ラ
は
、
幽
霊
そ
の
も
の

の
主
体
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
キ
ャ
メ
ラ
の
視
点
の
流
動
性
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
流
動
性
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
二

項
対
立
を
侵
犯
し
、
主
体
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
男
性
性
と
女
性
性
と
混
じ
り

あ
っ
た
も
の
に
導
か
れ
ま
す
。
同
様
に
、
主
体
を
構
成
す
る
人
物
の
視
線

は
、
男
女
と
も
に
与
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
関
係
は
マ
ル
ヴ
ィ
が
主
張
し

た
支
配
・
被
支
配
の
構
造
を
持
ち
ま
せ
ん
。
一
見
し
て
ル
ー
シ
ー
を
性
的

対
象
物
と
み
な
す
男
性
た
ち
の
視
線
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
は
ぐ
ら
か
せ

ら
れ
る
か
、
ル
ー
シ
ー
の
抗
議
に
よ
っ
て
支
配
的
視
線
た
る
力
は
無
効
化

さ
れ
ま
す
。
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
幽
霊
で
あ
る
グ
レ
ッ
グ
の
身
体

が
、
本
来
存
在
し
な
い
身
体
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ル
ー
シ
ー
と
女
性
観
客

の
視
線
を
浴
び
、
見
ら
れ
る
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
当
然
マ
ル
ヴ
ィ
の
主

張
を
覆
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
女
性
に
も
見
る
快
楽
は
あ
る
わ
け
で
す
。

氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
二
人
の
話
す
言
葉
の
相
互
浸
透
性
は
、
と

り
わ
け
、
ル
ー
シ
ー
に
男
性
性
そ
の
も
の
の
「
罵
倒
語
」
の
開
放
感
を
与

え
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
多
く
の
男
性
幽
霊
が
最
初
か
ら
女
性
的
存
在
で
あ

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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る
の
に
対
し
て
、
グ
レ
ッ
グ
が
例
外
的
に
男
性
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
性

を
強
く
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
主
張
す

る
近
代
女
性
ル
ー
シ
ー
の
言
い
返
す
言
葉
の
応
酬
（
対
話
の
シ
ナ
リ
オ
を

得
意
と
す
る
マ
ン
キ
ー
ウ
イ
ッ
ツ
監
督
の
冴
え
が
見
ら
れ
ま
す
）
を
通
じ

て
彼
ら
に
対
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
、
二

人
で
本
を
書
く
共
同
行
為
を
導
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
補
足
し
ま
す
と
、

「
な
ぜ
男
た
ち
は
海
に
行
く
の
か
」
と
い
う
ル
ー
シ
ー
の
率
直
な
問
い
が

彼
の
口
を
開
か
せ
、
自
身
の
人
生
を
語
り
残
す
契
機
と
な
り
ま
す
が
（
フ

リ
ー
ダ
・
グ
ラ
フ
は
こ
の
問
い
を
フ
ロ
イ
ト
の
「
女
は
何
を
望
む
か
」
に
対

抗
す
る
言
葉
だ
と
解
釈
し
て
い
ま
す
）、
グ
レ
ッ
グ
は
正
し
い
文
法
（
男

性
性
）
を
獲
得
し
て
い
る
言
葉
の
法
律
家
ル
ー
シ
ー
の
助
け
と
彼
女
の

様
々
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
「
談
話
療
法
」
あ
る
い
は
感
情

教
育
を
受
け
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
グ
レ
ッ
グ
は
、
船
員
と

い
う
男
だ
け
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
世
界
を
、
女
だ
け
の
世
界
か
ら
現
れ

た
ル
ー
シ
ー
と
と
も
に
再
生
す
る
創
造
的
行
為
で
、
自
己
の
感
傷
性
（
女

性
性
）
を
率
直
に
表
現
す
る
か
ら
で
す
。
ド
ー
ン
が
述
べ
た
、
男
の
医
者

が
女
の
患
者
を
診
断
し
、
そ
の
治
癒
が
結
婚
と
な
る
結
末
と
は
異
な
り
、

グ
レ
ッ
グ
は
ル
ー
シ
ー
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
た
患
者
と
な
り
ま
す
。
ル
ー

シ
ー
も
ま
た
、
グ
レ
ッ
グ
が
口
に
す
る
性
的
な
四
文
字
に
直
裁
さ
と
開
放

感
を
経
験
し
、
念
願
だ
っ
た
本
を
書
く
と
い
う
行
為
に
創
造
的
に
参
加
し

ま
す
か
ら
、
医
者
と
患
者
の
関
係
と
い
っ
て
も
支
配
・
被
支
配
の
関
係
と

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
本
を
書
く
と
き
の
二
人
の
言
い
合
い
そ
の
も

の
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
交
歓
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
マ
ッ
キ
ー
氏
は
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
必
須
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
（
サ
ウ
ン
ド

ト
ラ
ッ
ク
）
の
機
能
が
、
ド
ー
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
言
語
化
さ
れ
な

い
、
す
な
わ
ち
意
味
を
持
た
な
い
過
剰
な
感
情
的
同
一
化
を
促
す
た
め
に

女
性
性
に
連
結
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
が
、
し
か
し
、
ク
ロ
ー
ス
・

ア
ッ
プ
さ
れ
、
女
性
性
を
獲
得
し
た
グ
レ
ッ
グ
に
も
ま
た
同
じ
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
待
つ
」
と
い
う
女

性
的
な
行
為
も
ま
た
、
グ
レ
ッ
グ
は
共
有
し
ま
す
。

最
後
に
、
マ
ッ
キ
ー
氏
が
最
初
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
「
多
様
な
解

釈
」
の
可
能
性
に
触
発
さ
れ
て
、
私
に
と
っ
て
の
一
つ
の
読
み
の
可
能
性

を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
流
動
性
と
い
う
と
き
に
、
や
は
り
コ
メ
デ
ィ
性
は
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
す
。
実
際
、
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
と
し
て
こ
の
作
品
を
見
る
と
き
、
十
九
世
紀
的
幽

霊
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
で
は
な
い
か
と
思
え
る
程
で
す
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ

ト
ラ
ー
が
指
摘
し
た
通
り
、
パ
ロ
デ
ィ
性
は
、
本
質
的
な
も
の
と
し
て

「
自
然
化
さ
れ
て
い
る
」
ジ
ェ
ン
ダ
ー
区
分
を
「
脱
自
然
化
」
す
る
機
能
を

持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
ゴ

シ
ッ
ク
ら
し
く
な
い
海
の
側
の
開
放
的
な
船
に
似
た
家
（
グ
レ
ッ
グ
の

家
）
の
設
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
暗
く
古
い
屋
敷
の
前
で
怯
え
る
は
ず

の
ゴ
シ
ッ
ク
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
こ
こ
で
は
、「
二
十
世
紀
に
幽
霊
な
ん
て

い
る
は
ず
が
な
い
」
と
断
言
す
る
だ
け
で
な
く
（
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
メ
ー
ル
は

「
幽
霊
を
信
じ
な
い
唯
一
の
幽
霊
映
画
」
と
呼
び
ま
し
た
）、
娘
ア
ン
ナ
を

自
分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
「
偶
然
で
き
た
存
在
」
と
呼
ん
で
母
性
主
義
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と
父
権
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を
否
定
し
、
男
の
よ
う
に
自
由
に
自
己
決
定

し
た
い
と
望
む
近
代
的
な
女
性
（
ル
ー
シ
ー
）
で
す
。
そ
し
て
彼
女
は
幽

霊
の
で
る
家
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
で
は
な
く
、「
家
が
私
に

守
っ
て
く
れ
」
と
嘆
願
し
て
い
る
と
述
べ
て
喜
ん
で
家
に
入
り
、
幽
霊
の

グ
レ
ッ
グ
に
「
幽
霊
の
く
せ
に
臆
病
ね
」
と
言
っ
て
丁
々
発
止
の
対
話
を

始
め
ま
す
。
幽
霊
に
取
り
憑
か
れ
る
犠
牲
者
で
は
な
く
、
幽
霊
と
言
語
で

戦
う
の
で
す
。
こ
の
言
語
が
す
で
に
述
べ
た
本
を
書
く
共
同
行
為
と
な
り

ま
す
。
亡
夫
（
父
権
）
を
悼
む
喪
服
を
自
由
と
解
放
の
記
号
に
変
換
し
て
、

黒
い
裾
と
ベ
ー
ル
を
ひ
ら
ひ
ら
さ
せ
な
が
ら
喜
々
と
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
を
転

覆
さ
せ
、
家
を
船
に
変
え
、
彼
女
自
身
が
船
長
と
な
り
ま
す
。
グ
レ
ッ
グ

も
ま
た
ゴ
シ
ッ
ク
を
転
覆
さ
せ
ま
す
。
彼
の
死
も
難
破
で
も
自
殺
で
も
な

く
単
な
る
不
注
意
に
よ
る
ガ
ス
漏
れ
事
故
に
よ
る
死
で
す
。
こ
う
し
た
変

換
性
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
仮

定
で
す
。
グ
レ
ッ
グ
の
男
性
性
も
ル
ー
シ
ー
の
女
性
性
も
、
本
来
の
も
の

と
し
て
自
然
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
実
は
、
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
規
範
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
反
復
、

模
倣
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ル
ー
シ
ー
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
の
優
等

生
を
模
倣
す
る
こ
と
を
教
育
さ
れ
た
だ
け
で
女
性
性
を
身
に
つ
け
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
し
、
グ
レ
ッ
グ
も
威
張
れ
ば
男
だ
と
い
う
こ
と
を
た
だ
模
倣

し
た
だ
け
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
う
一
点
述
べ
た
い
の
は
娘
ア
ン
ナ
の
存
在
で
す
。
ア
ン
ナ
は
子
供
の

頃
、
大
学
生
に
な
っ
て
婚
約
者
を
連
れ
て
来
る
場
面
と
い
う
非
常
に
少
な

い
場
面
で
し
か
登
場
し
ま
せ
ん
が
そ
の
役
割
は
意
外
と
大
き
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
グ
レ
ッ
グ
が
自
分
の
無
力
を
知
っ
て
ル
ー
シ
ー
の
前

か
ら
姿
を
消
し
、
ル
ー
シ
ー
が
結
婚
し
よ
う
と
し
た
児
童
文
学
作
家
フ
ェ

ア
リ
ー
に
裏
切
ら
れ
沈
黙
す
る
、
物
語
の
後
の
三
分
の
一
を
、
マ
ッ
キ
ー

氏
は
、「
喪
失
と
喪
の
感
情
」
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
物
語
の
三
分
の
二

を
占
め
る
二
人
の
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
の
三
分
の
一
に

よ
っ
て
、
い
わ
ば
夢
の
出
来
事
と
し
て
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
物
語
の

最
後
近
く
に
な
っ
て
登
場
す
る
ア
ン
ナ
は
こ
の
喪
失
に
挑
戦
す
る
存
在
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
明
確
な
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ

を
与
え
ら
れ
た
ア
ン
ナ
は
、
驚
く
べ
き
事
実
、
実
は
彼
女
も
ま
た
、
子
供

の
頃
、
幽
霊
の
グ
レ
ッ
グ
と
多
く
の
対
話
を
し
、
夢
中
に
な
っ
た
と
母

ル
ー
シ
ー
に
語
り
、「
私
た
ち
は
一
緒
に
幽
霊
の
船
長
を
愛
し
て
い
た
の

ね
」
と
晴
れ
や
か
に
言
い
、「
あ
れ
は
幻
想
だ
っ
た
」
と
い
う
ル
ー
シ
ー
に
、

「
い
や
リ
ア
ル
だ
っ
た
」
と
語
り
ま
す
。
こ
う
し
て
ア
ン
ナ
は
母
の
欲
望

を
引
き
継
ぎ
、
ア
ン
ナ
の
娘
は
ル
ー
シ
ー
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
、
母
か

ら
孫
娘
三
代
に
渉
っ
て
、
グ
レ
ッ
グ
へ
の
欲
望
が
継
続
さ
れ
ま
す
。
ア
ン

ナ
の
存
在
が
、
こ
の
物
語
を
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
時
間
と
喪
失
で
も
な

い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
付
記
：
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
コ
メ
ン
ト
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
）

フェミニスト的観点から欲望を書き換える
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