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「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
─
─
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル

フ
の
『
シ
ネ
マ
』
よ
り
」

要 

真
理
子

は
じ
め
に

二
〇
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
は
、画
家
で
あ
る
姉
の
ヴ
ァ

ネ
ッ
サ
・
ベ
ル
と
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
の
知
的
サ
ー
ク
ル
「
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
の
中
心
的

な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
呼
称
は
、

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
拠
点
と
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
姉
妹
の
家
が
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ

テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
と
大
英
博
物
館
の
近
く
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
ス
ク
エ
ア
に
あ
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
彼
女
た
ち
の
弟
ト
ゥ
ビ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
身
だ
っ

た
た
め
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
経
済
学
者
の
メ
イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
、
小
説
家
の
リ
ッ
ト

ン
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
、
美
術
批
評
家
の
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
デ
ィ
ズ
モ
ン
ド
・
マ
ッ

カ
ー
シ
ー
な
ど
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
同
窓
、
と
く
に
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
と
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の

出
身
者
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
挙
げ
た
グ
ル
ー
プ
初
期
の
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
は

一
八
八
〇
年
前
後
に
生
ま
れ
、グ
ル
ー
プ
結
成
時
に
は
二
十
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
年
齢
で
あ
っ
た
。

一
八
九
九
年
に
上
記
の
ト
ゥ
ビ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
大
学
の
友
人
た
ち
を
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
姉
妹
に

紹
介
し
た
こ
と
を
起
源
と
す
る
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
面
々
は
、
み
な
知
的
好
奇
心
が
旺
盛
で
、
ま
た
芸
術
的

な
関
心
も
高
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
が
グ
ル
ー
プ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
誕
生
し
た
新
し
い
芸
術
で
あ
る
映

画
に
関
心
を
も
っ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
実
際
、
一
九
二
五
年
に
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
最

初
の
映
画
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
映
画
協
会
（London	Film

	Society

）
に
は
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ

リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
関
係
者
が
多
く
名
を
連
ね
て
い
た
。
創
立
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー

や
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
ジ
ョ
ン
、
H

・G

・ウ
ェ
ル
ズ
の
他
に
先
の
ケ
イ
ン
ズ
や
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
が
お
り
、

後
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
夫
レ
ナ
ー
ド
や
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
の
夫
ク
ラ
イ
ヴ
も
こ
の
協
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て

い
る
（
１
）。
こ
の
サ
ー
ク
ル
の
活
動
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
一
九
二
六
年
に
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
・
ウ
ル
フ
自
身
も
映
画
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
著
し
て
い
る
。
映
画
に
寄
せ
る
関
心
が
、
そ
れ
ま
で
の

娯
楽
一
辺
倒
か
ら
、
映
画
サ
ー
ク
ル
の
中
で
の
知
的
な
議
論
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
、

ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
も
ま
た
積
極
的
に
映
画
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
関
与
の

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
映
画
論
の
さ
き
が
け
と
も
言
え
る
仕
事
を
ウ
ル
フ
が
残
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に

興
味
深
い
。
実
際
、
ウ
ル
フ
の
映
画
論
で
は
写
真
と
も
文
学
と
も
異
な
る
映
画
独
自
の
芸
術
性
が
強
調
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
映
画
理
論
の
嚆
矢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
ゴ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
の
『
映

画
劇
』（
一
九
一
六
年
）
に
は
遅
れ
る
も
の
の
、『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
の
製
作
に
よ
っ
て
セ
ル
ゲ
イ
・

エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
を
完
成
さ
せ
た
と
さ
れ
る
一
九
二
五
年
と
ほ
ぼ
同
時
期
な

の
で
あ
る（
イ
ギ
リ
ス
で『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』が
公
開
さ
れ
た
の
は
一
九
二
八
年
だ
と
さ
れ
て
い
る
）。

本
稿
で
は
、こ
の
ウ
ル
フ
の
先
駆
的
と
も
い
え
る
映
画
論
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、そ
の
基
底
に
は
ブ
ル
ー

ム
ズ
ベ
リ
ー
の
メ
ン
バ
ー
が
当
時
共
有
し
て
い
た
芸
術
観
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

一
、
先
行
研
究
に
お
け
る
ウ
ル
フ
の
映
画
論
の
位
置
付
け

先
に
紹
介
し
た
ウ
ル
フ
の
映
画
論
は
、
初
め
女
性
誌
『VO

G
U
E

』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て

（
�
）	Rachael	Low

,	The	H
istory	

of	the	B
ritish	Film

	V
ol.4　

�9�8-�9�9,	London:	G
eorge	

Allen	&
	U
nw
in	Ltd.	�997,	p.	�4.
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執
筆
さ
れ
た
も
の
の
、
実
際
に
は
一
九
二
六
年
六
月
に
『Arts

』
と
い
う
雑
誌
に
「The	Cinem

a

」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た
（
２
）。
そ
の
後
、
一
九
二
六
年
七
月
三
日
に
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
『The	

N
ation	and	Athenaeum

』
誌
に
再
録
さ
れ
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
段
落
の
削
除
と
訂
正
加
筆
を

施
さ
れ
て
同
年
八
月
四
日
に
『N

ew
	Republic

』
誌
に
「The	M

ovies	and	Reality

」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た
（
３
）。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
最
後
の
版
が
掲
載
さ
れ
た
二
ヵ
月
後
の
同
じ
『N

ew
	

Republic

』
誌
上
で
、
同
時
代
の
文
化
批
評
家
で
あ
る
ギ
ル
バ
ー
ト
・
セ
ル
デ
ス
は
、
ウ
ル
フ
が

一
九
二
〇
年
代
パ
リ
で
上
映
さ
れ
た
抽
象
映
画
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
（
４
）。
ま
ず

は
こ
の
セ
ル
デ
ス
の
批
判
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
本
稿
の
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
し
よ
う
。

ウ
ル
フ
の
映
画
論
に
お
い
て
、
当
時
の
大
半
の
映
画
は
文
学
の
単
純
な
翻
案
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
そ
う
し

た
状
況
は
映
画
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。「
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
有
名

な
小
説
は
、
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
登
場
人
物
た
ち
と
有
名
な
場
面
と
と
も
に
、
映
画
で
上
映
さ
れ
る
こ
と

を
ひ
た
す
ら
求
め
て
い
る
か
に
見
え
た
…
…
。映
画
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
強
欲
に
獲
物
に
襲
い
か
か
り
、

今
で
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
不
幸
な
犠
牲
者
の
身
体
を
糧
に
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
両
者
に
と
っ
て

悲
惨
で
あ
る
」（
５
）。
そ
の
上
で
ウ
ル
フ
は
、
映
画
独
自
の
表
現
の
可
能
性
を
追
求
す
る
の
だ
が
（「
も
し

映
画
が
寄
生
虫
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
な
ら
、
そ
れ
は
ど
ん
な
ふ
う
に
独
り
立
ち
す
る
の
だ
ろ
う
」）、
そ

の
な
か
で
抽
象
映
画
は
、「
…
…
や
が
て
時
が
来
れ
ば
そ
う
し
た
運
動
と
抽
象
か
ら
こ
そ
映
画
は
構
成
さ

れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
（
６
）、
い
ま
だ
達
成
さ
れ
ず
、
た
だ
や
が
て
来
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
み
言

及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
パ
リ
で
は
、
二
、三
年
の
間
に
セ
ル
デ
ス
が
知
っ
て

い
る
だ
け
で
も
三
本
の
抽
象
映
画
が
制
作
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
本
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
上
映
さ
れ
て
い

た
。
二
本
の
映
画
は
フ
ラ
ン
ス
の
キ
ュ
ビ
ス
ト
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
と
ア
メ
リ
カ
人
映
画
監
督
ダ
ッ

ド
レ
ー
・
マ
ー
フ
ィ
ー
の
共
同
製
作
で
あ
り
、
も
う
一
本
は
ル
ネ
・
ク
レ
ー
ル
が
監
督
し
た
『
幕
間
』
で

あ
っ
た
。
セ
ル
デ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
映
画
に
ウ
ル
フ
が
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
実
際
に
は
先
述
の
と
お
り
ウ
ル
フ
の
夫
レ
ナ
ー
ド
が
ロ
ン
ド
ン
映
画
協
会
に
参
加
し

（
�
）		M

aggie	H
um
m
,	M
odernist	

W
om
en	and	V

isual	C
ultures ,	

N
ew
	B
ru
n
sw
ick:	R

u
tgers	

U
niversity	Press,	�00�,	p.	�88.

（
�
）		Andrew

	M
cN
eillie,	Editorial	

N
ote	in	The	Essays	of	Virginia	
W
oolf	vol.4	�9�5-�9�8,	London:	
The	H

ogarth	Press,	p.xxvi.

本

稿
で
は
最
初
に
出
版
さ
れ
た
「The	

Cinem
a

」
を
参
照
し
つ
つ
考
察
を
進

め
る
が
、
た
だ
し
ウ
ル
フ
の
映
画
に

関
す
る
考
え
の
変
化
を
た
ど
る
た
め

に
「The	M

ovies	and	Reality

」
に

も
言
及
す
る
こ
と
が
あ
る
。Virginia	

W
oolf,	'The	C

inem
a',	in	ibid,	

pp.�48-5�;	'The	M
ovies	and	

Reality'	in	ibid .	,	pp.	59�-96.

（
以

下
、
そ
れ
ぞ
れ
、'The	Cinem

a'	

、

'The	M
ovies	and	Reality'

と
略
）

（
4
）	G

ilbert	Seldes,	'The	Abstract	
M
ovie'	in	The	N

ew
	Republic,	

(Sept.	�5,	�9�6),	N
ew
	York:	

Republic	Publishing,	p.	95-6.

（
5
）	W

oolf,	'The	C
inem

a',	pp.	
�49-50.

（
6
）	Ibid.,	p.	�5�.

て
海
外
の
前
衛
映
画
に
触
れ
て
い
た
し
（
７
）、
姉
の
夫
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
も
ま
た
一
九
二
六
年
一
月
一
七

日
に
ル
ネ
・
ク
レ
ー
ル
の
『
幕
間
』
を
、
同
年
三
月
一
四
日
に
は
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
の
『
バ
レ
エ
・

メ
カ
ニ
ー
ク
』
を
見
て
い
た
（
８
）。
そ
こ
か
ら
、
ウ
ル
フ
が
間
接
的
に
で
は
あ
れ
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら

二
つ
の
抽
象
映
画
は
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ

ウ
ル
フ
は
映
画
の
純
粋
な
表
現
を
運
動
と
抽
象
に
求
め
な
が
ら
、
敢
え
て
同
時
代
の
パ
リ
の
抽
象
映
画
に

触
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

セ
ル
デ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
に
抽
象
映
画
が
現
れ
る
ま
で
、
ト
リ
ッ
ク
映
画
こ
そ
が
映
画
と

し
て
「
最
も
純
粋
で
あ
る
」
と
思
わ
れ
て
い
た
と
い
う
（
９
）。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
抽
象
映
画
と
と
も
に

想
定
さ
れ
て
い
る
映
画
の
純
粋
さ
と
は
、
文
学
や
演
劇
の
表
現
技
法
に
頼
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
、

も
っ
ぱ
ら
技
術
的
な
意
味
で
映
画
に
の
み
可
能
な
表
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
一
九
二
〇
年
代
末

に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
ら
に
よ
っ
て
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
メ
リ
エ
ス
の
ト
リ
ッ
ク
映
画
が
彼
ら
の
先
駆
者
と
し

て
再
発
見
さ
れ
、
結
果
と
し
て
メ
リ
エ
ス
が
一
九
三
一
年
に
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
を
授
与
さ
れ
た
こ
と

か
ら
も
、
そ
う
し
た
傾
向
は
後
々
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
い
う
の
も
一
九
〇
二
年
の
『
月

世
界
旅
行
』
に
代
表
さ
れ
る
メ
リ
エ
ス
の
映
画
は
、
彼
が
映
画
以
前
に
生
業
と
し
て
い
た
舞
台
上
の
奇
術

に
、多
重
露
光
や
コ
マ
落
と
し
と
い
っ
た
映
画
独
自
の
ト
リ
ッ
ク
を
応
用
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
抽
象
映
画
の
登
場
は
、
そ
れ
ま
で
の
単
純
な
ト
リ
ッ
ク
映
画
に
「
慎
重
な
意
図
」
を
加
え
る
こ
と

と
な
っ
た
と
さ
れ
る（　
　	�0
）。
例
え
ば
、
レ
ジ
ェ
の
作
品
の
な
か
で
は
、
丸
や
三
角
形
な
ど
の
幾
何
形
体
が

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
使
っ
て
動
か
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
女
性
の
唇
や
機
械
の
部
品
な
ど
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

が
繰
り
返
さ
れ
る
（
図
１
）。
と
き
に
フ
ィ
ル
ム
の
回
転
速
度
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
復
速
度
は
変

化
さ
せ
ら
れ
、
反
復
運
動
に
あ
り
が
ち
な
単
調
さ
を
免
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
セ
ル
デ
ス
の
分
析
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
た
映
像
の
構
造
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
と
き
に
、

観
客
の
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
た
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
反
復
運
動
や
速
度
変
化
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
運
動
や
構
成

（
７
）	「
そ
の
当
初
か
ら
ロ
ン
ド
ン
映
画

協
会
は
会
員
た
ち
に
驚
く
ほ
ど
幅
広

い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
世
界
中
の
前
衛
映
画
、
科

学
映
画
と
そ
の
他
の
類
の
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
、
古
典
的
な
短
編
映

画
と
長
編
映
画
、
有
名
な
商
業
フ
ィ

ル
ム
が
集
め
ら
れ
て
い
た
…
…
」—

Scott	M
acD
onald,	Cinem

a	�6	:		
D
ocum

ents	Tow
ard	a	H

istory	of	
the	Film

	Society, 	Philadelphia:	
Tem

ple	U
niversity	Press,	�00�,	

p.	�.

（
８
）	Cf.	H

um
m
,	op.	cit.,	p.	�87.

（
９
）	Seldes,	op.	cit.,	p.	96.

(

�0)	Ibid.
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(

��)	W
oolf,	'The	C

inem
a',	pp.	

�50-5�.

え
、
膨
ら
ん
だ
か
と
思
う
と
ま
た
そ
っ
と
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
瞬
だ
が
、
そ
れ
は
気
の
触

れ
た
脳
が
も
つ
何
か
怪
物
じ
み
た
病
的
な
想
像
力
を
具
体
化
し
た
よ
う
に
見
え
た
。
一
瞬
で
は
あ

る
が
、
あ
た
か
も
思
考
と
い
う
も
の
が
言
葉
よ
り
も
形
態
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
っ
そ
う
効
果
的
に

伝
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
怪
物
の
よ
う
に
打
ち
震
え
る
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
は

ま
る
で
、「
私
は
怖
い
」
と
い
う
陳
述
で
は
な
く
、
怖
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
っ
た（　
　	��
）。

こ
こ
で
ウ
ル
フ
が
特
定
し
て
い
る
「
怖
れ
」
そ
の
も
の
と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
は
、
女
性
の
唇
や
機
械

の
部
品
の
動
き
の
一
つ
一
つ
と
は
異
質
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
文
学
や
舞
台
に
依
存
し
な
い
映
画
の

純
粋
性
と
い
う
も
の
を
、
抽
象
映
画
と
セ
ル
デ
ス
が
技
術
的
に
理
解
し
て
い
た
一
方
で
、
上
記
の
事
例
に

お
い
て
ウ
ル
フ
が
注
目
す
る
の
は
、「
怖
れ
」
と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
、「
私
は
怖
い
」
と
い
う
文
章
や

台
詞
と
し
て
で
は
な
く
、「
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
よ
う
な
形
を
し
た
影
」
の
動
き
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る（　
　	��
）。つ
ま
り
、ウ
ル
フ
は
言
葉
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
エ
モ
ー

シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
形
態
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
映
画
の

純
粋
性
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
ウ
ル
フ
の
映
画
独
自
の
表
現
力
へ
の
注
目
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究

者
や
文
化
批
評
家
に
よ
っ
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
レ
ス
リ
ー
・
キ
ャ
サ
リ

ン
・
ハ
ン
キ
ン
ズ
や
マ
ギ
ー
・
ハ
ム
ら
複
数
の
女
性
研
究
者
が
ウ
ル
フ
の
映
画
に
対
す
る
認
識
が
同
時
代

の
そ
れ
よ
り
も
先
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
一
九
九
三
年
の
「
ウ
ル
フ
の
シ
ネ
マ
論
と

一
九
二
〇
年
代
の
フ
ィ
ル
ム
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
な
か
で
、
ハ
ン
キ
ン
ズ
は
「The	Cinem

a

」
と
「The	

M
ovies	and	Reality

」
と
い
う
二
つ
の
版
を
比
較
し
つ
つ
、
文
学
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
意
味
と
は

別
の
、
し
か
し
な
が
ら
文
学
に
引
け
を
と
ら
な
い
意
味
を
映
画
が
作
り
出
せ
る
こ
と
を
ウ
ル
フ
が
だ
ん
だ

ん
と
理
解
し
て
い
っ
た
と
主
張
す
る
（　

　	��
）。
さ
ら
に
ハ
ム
は
二
〇
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
女
性
と
視
覚
文
化
』
の
な
か
で
、
ウ
ル
フ
が
映
画
の
特
性
を
文
学
形
式
の
模
倣
か
ら
引
き
離
そ
う
と

そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
映
画
の
動
機
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ウ
ル
フ
が

映
画
の
動
機
付
け
と
し
て
重
視
し
た
の
は
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
一
般
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
個
々
の
エ

モ
ー
シ
ョ
ン
が
帯
び
る
特
定
の
質
で
あ
っ
た
。
一
九
一
九
年
の
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
『
カ
リ
ガ
リ
博

士
』（
図
２
）
に
つ
い
て
、
ウ
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

例
え
ば
、
先
日
見
た
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
の
演
技
で
は
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
よ
う
な
形
を
し
た

影
が
突
如
ス
ク
リ
ー
ン
の
片
隅
に
現
れ
出
た
。
そ
れ
は
計
り
知
れ
な
い
大
き
さ
へ
と
膨
ら
ん
で
震

（図１）『バレエ・メカニーク』　�9�4 年

(

��)	

ウ
ル
フ
の
考
え
る
映
画
表
現
の
純

粋
性
が
、
多
重
露
光
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
と
い
っ
た
技
術
的
な
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
セ
ル
デ
ス
が
読

ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
版
に
お
い
て
強

調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
版
の
最
後
の
段

落
前
後
で
は
、
映
画
独
自
の
表
現
の
発

露
は
「
い
っ
そ
う
の
器
用
さ
と
さ
ら
な

る
有
能
さ
に
よ
っ
て
一
瞬
に
し
て
隠
さ

れ
て
し
ま
う
」
と
さ
れ
、初
め
に
間
違
っ

た
目
的
で
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
映
画
に

お
い
て
は
「
機
械
的
な
技
術
が
表
現

さ
れ
る
べ
き
芸
術
よ
り
も
は
る
か
に
先

ん
じ
て
い
る
」
こ
と
が
嘆
か
れ
て
い
る

（W
oolf,	'The	Cinem

a',	p.	�5�

）。

と
こ
ろ
が
セ
ル
デ
ス
が
読
ん
だ
こ
と
が

確
実
な
『N

ew
	Republic

』
誌
掲
載

の
「The	M

ovies	and	Reality

」
版

で
は
、
こ
の
記
述
は
削
除
さ
れ
、
該
当

す
る
部
分
は
「
何
か
言
お
う
と
す
る
よ

り
前
に
、
こ
の
最
も
若
い
芸
術
は
す

べ
て
の
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
曖
昧
な
表
現
に
置
き
換
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（W

oolf,	'The	
M
ovies	and	Reality',	p.	595

）。

(

��)	Leslie	H
ankins,	'W

oolf's	
"The	Cinem

a"	and	Film
	Forum

s	
of	the	Tw

enties'	in	The	M
ultiple	

M
uses	of	V

irginia	W
oolf,	ed.	

D
.	E
.	G
illespie,	C

olum
bia:	

U
niversity	of	M

issouri	Press,	
�99�,	pp.	�48-79.

（
図
２
）

『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』　

一
九
一
九
年
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し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
（　

　	�4
）。
ハ
ム
に
よ
れ
ば
、「
ウ
ル
フ
は
映
画
の
力
が
反
模
倣
的
な
力
で
あ
っ

て
、
観
客
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
覚
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
験
す
る
の
だ
と
論
じ
る
」（　
　	�5
）。
さ
ら
に
、
同
じ

く
ハ
ム
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、ウ
ル
フ
が
映
画
の
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
再
現
さ
れ
て
い
る
情
景
か
ら
離
れ
、

そ
う
し
た
再
現
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
の
表
現
が
映
画
に
は
可
能
な
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ

る
。「
彼
女
は
映
画
を
模
倣
の
薬
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
弁
証
法
的
な
精
神
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を

提
示
す
る
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
る
」（　
　	�6
）。

二
、
ウ
ル
フ
の
映
画
論
に
お
け
る
象
徴
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン

エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
論
と
の
比
較

　

マ
ギ
ー
・
ハ
ム
が
「
あ
る
種
の
弁
証
法
的
な
精
神
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
な
る
も
の
に
言
及
す
る
と
き
、

そ
の
念
頭
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ウ
ル
フ
の
論
文
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
生
ま
れ
た
エ
イ
ゼ
ン

シ
ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
で
あ
る
。
一
般
に
一
九
二
五
年
の
『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
と
と
も

に
完
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
は
、
再
現
的
な
シ
ョ
ッ
ト
を

併
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
事
を
語
ろ
う
と
す
る
初
期
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
シ
ョ
ッ
ト
つ
な
ぎ
を
越
え
て
、

複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
の
構
成
（
時
に
は
衝
突
）
が
シ
ョ
ッ
ト
の
単
純
な
連
続
を
越
え
た
象
徴
的
な
次
元
を
生

み
出
す
と
主
張
し
た
。「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
グ
リ
フ
ィ
ス
、
そ
し
て
私
た
ち
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
の
エ
イ

ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
主
張
と
は
、
こ
う
し
た
象
徴
的
な
次
元
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え

に
、グ
リ
フ
ィ
ス
の『
イ
ン
ト
レ
ラ
ン
ス
』は
失
敗
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る（　
　	�7
）。
な
ぜ
な
ら
、グ
リ
フ
ィ

ス
の
こ
の
作
品
で
は
人
類
の
不
寛
容
さ
が
も
た
ら
す
悲
劇
を
語
る
四
つ
の
時
代
が
並
行
し
て
展
開
す
る
の

だ
が
、
こ
の
並
列
す
べ
て
を
人
類
の
成
長
と
し
て
見
守
っ
て
い
る
女
神
（
ゆ
り
か
ご
を
揺
ら
す
女
優
リ
リ

ア
ン
・
ギ
ッ
シ
ュ
）（
図
３
）
も
ま
た
具
体
的
に
形
象
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
観
客
の
失
笑
を
催
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
四
つ
の
時
代
の
並
列
は
「
弁
証

法
的
」
な
衝
突
へ
と
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
衝
突
を
通
じ
て
新
た
な
理
念
（
グ
リ
フ
ィ

(

�7)	S.	M
.	Eisenstein,	'D

ickens,	
G
riffi
th,	and	the	Film

	Today'	in	
Film

	Form
:	essays	in	film

	theory,	
ed.	&

	trans.	by	Jay	Leyda,	N
ew
	

York:	H
arcourt,	�949,p.	�4�.

(

�8)	S.	M
.	Eisenstein,	W

ritings,	
�9��-�4,	ed.	&

	trans.	by	Richard	
Taylor,	London:	BFI	Publishing,	
�988,	p.	��9.

ス
に
お
い
て
は
女
神
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
た
も
の
）
が
、
た
だ
し
あ
く
ま
で
も
象
徴
的
な
暗
示
の
う

ち
に
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
表
意
文
字
で

あ
る
漢
字
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
し
て
い
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
最
も
簡
単
に
並
べ
ら
れ
た
二
つ
の
象
形
文
字
の
組
み
合
わ
せ
が
、
二
つ
の
総
和

と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
積
と
し
て
、
つ
ま
り
別
の
次
元
、
別
の
等
級
に
属
す
る
値
だ
と
み

な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
別
々
に
み
る
と
そ
れ
ぞ
れ
は
一
つ
の
物
体
に
対
応
す
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
は
一
つ
の
概
念
に
対
応
す
る
。
表
わ
す
こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
物
体
を
組
み

合
わ
せ
る
と
、
図
解
的
に
は
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
何
か
を
表
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば

水
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
目
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
が
「
泣
く
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し

─
─
こ
れ
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
な
の
だ
！
！
（　

　	�8
）

形
態
に
お
い
て
水
と
目
を
再
現
す
る
「
ｼ
（
さ
ん
ず
い
）」
と
「
目
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
泪
」と
い
う
漢
字
は
形
態
上
の
類
似
を
越
え
た
意
味
と
し
て「
泣
く
こ
と
」を
表
現
す
る
と
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ

テ
イ
ン
は
主
張
し
、
そ
し
て
こ
の
象
徴
的
な
意
味
を
生
み
出
す
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
本
来
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

な
の
だ
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
は
、
一
見
す
る
と
ウ
ル
フ
の
象
徴
的
な

形
態
に
よ
る
表
現
を
重
視
す
る
映
画
論
と
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
の
舞

台
美
術
か
ら
出
発
し
た
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
、
役
者
の
語
る
台
詞
で
は
な
く
舞
台
上
に
入
念
に
し
つ

ら
え
ら
れ
た
形
態
に
よ
る
表
現
の
可
能
性
を
追
求
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
彼
が
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
を
高
く
評
価
し
て
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
同
様
に
、
ウ
ル
フ
も
ま

た
、
先
に
挙
げ
た
引
用
に
あ
る
と
お
り
、「
思
考
と
い
う
も
の
が
言
葉
よ
り
も
形
態
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
っ

そ
う
効
果
的
に
伝
え
ら
れ
る
」
可
能
性
を
着
想
し
て
い
た
。
そ
し
て
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
表
意
文
字

(

�4)	H
um
m
,	op.cit .,	p.�90.

(

�5)	Ibid.,	p.�89.

(

�6)	Ibid.,	p.�88.

（
図
３
）

『
イ
ン
ト
レ
ラ
ン
ス
』
一
九
一
六
年
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の
部
首
に
注
目
し
た
よ
う
に
、
ウ
ル
フ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
思
想
を
伝
達
す
る
形
態
を
象
徴
と
名
付
け

て
い
る
の
で
あ
る
─
─
「
そ
の
と
き
、
思
考
を
表
現
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
新
し
い
象
徴
が
発
見
さ
れ

る
と
き
に
は
、確
か
に
映
画
制
作
者
は
莫
大
な
富
を
意
の
ま
ま
に
で
き
る
」（　
　	�9
）。
だ
が
、同
時
期
に
「
知

的
映
画
（и

н
т
е
л
л
е
к
т
у
а
л
ь
н
о
е

	к
и
н
о
	=	intellectual	cinem

a

）」
を
唱
え
、

『
資
本
論
』
の
映
画
化
さ
え
構
想
し
て
い
た
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
と
は
異
な
り
、
先
述
の
と
お
り
ウ
ル

フ
の
関
心
は
あ
く
ま
で
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
観
客
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
（　

　	�0
）。

ウ
ル
フ
の
言
う
「
象
徴
」
と
は
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
考
え
た
よ
う
な
具
体
化
さ
れ
た
抽
象
概
念
で

は
な
く
、
特
定
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
結
び
付
い
た
形
態
な
の
で
あ
る
─
─
「
し
か
し
も
し
、
恐
怖
状
態
に

あ
る
男
と
女
の
現
実
の
身
振
り
や
言
葉
以
上
に
多
く
の
こ
と
を
一
つ
の
影
が
あ
る
瞬
間
に
は
示
唆
で
き
る

の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
表
現
さ
れ
得
な
か
っ
た
諸
々
の
感
情
の
た
め
の
無
数
の
象
徴
を
、

映
画
が
手
の
届
く
範
囲
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
怖
れ
は
、
そ
の
通
常
の
形

（form
s

）
は
別
と
し
て
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
形
態(shape)

を
持
っ
て
い
る
」（　
　		��
）。
マ
ギ
ー
・
ハ
ム

が
ウ
ル
フ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
論
を
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
も
、
後
者
を
理
知
的

だ
と
断
っ
て
い
る
の
は
一
理
あ
る
。

ウ
ル
フ
の
映
画
評
の
独
自
性

こ
こ
で
ウ
ル
フ
の
映
画
論
が
書
か
れ
る
頃
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
映
画
史
を
概
略
し
て
お
こ
う
。
一
九
〇
〇

年
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
の
メ
リ
エ
ス
の
よ
う
に
ト
リ
ッ
ク
撮
影
を
使
用
し
た
娯
楽

映
画
も
多
く
制
作
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
主
に
屋
外
撮
影
を
特
徴
と
す
る
ブ
ラ
イ
ト
ン
派
と
呼
ば
れ
る
グ

ル
ー
プ
が
活
躍
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
『
支
那
に
お
け
る
伝

道
会
の
攻
撃
』（
一
九
〇
〇
年
）
は
、
当
時
の
義
和
団
事
件
に
着
想
を
得
た
も
の
で
、
後
の
ニ
ュ
ー
ス
映

画
へ
と
つ
な
が
る
流
れ
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
撮
影
は
屋
外
の
オ
ー
プ
ン
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
セ
シ
ル
・
ヘ
ッ
プ
ワ
ー
ス
の
『
ロ
ー
バ
ー
に
よ
る
救
出
』（
一
九
〇
五
年
）
は
、
誘
拐
さ
れ
た
赤
ん
坊

の
行
方
を
飼
い
犬
が
見
つ
け
出
し
て
家
族
に
告
げ
る
と
い
う
簡
単
な
物
語
を
、
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
屋
外
で

撮
影
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
映
画
史
お
よ
び
映
画
理
論
に
お
い
て
は
、
同
じ
映
画
草
創
期
の
立
役
者
と
さ

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、パ
リ
の
風
景
や
家
族
の
肖
像
な
ど
を
撮
影
し
て
い
た
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
と『
月

世
界
旅
行
』
な
ど
を
制
作
し
て
い
た
メ
リ
エ
ス
が
対
比
さ
れ
る
が
、
初
期
イ
ギ
リ
ス
映
画
は
前
者
の
い
く

ぶ
ん
写
実
主
義
的
な
伝
統
に
属
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代

に
か
け
て
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
文
学
作
品
の
映
像
化
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
制
作
は
相
対
的
に
衰
退
し
、
ほ
ぼ
国
内
の
出
来
事
を
報
道
す
る
ニ
ュ
ー
ス
映
画

が
残
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
伝
統
は
、
や
が
て
ウ
ル
フ
の
映
画
論
が
執
筆
さ
れ
た

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
始
ま
り
三
〇
年
代
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
運
動
へ
と
つ
な

が
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
影
響
を
多
分
に
受
け
た
と
さ
れ
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ

チ
コ
ッ
ク
の
出
世
作
『
下
宿
人
』
が
公
開
さ
れ
た
の
は
、
奇
し
く
も
ウ
ル
フ
の
映
画
論
が
書
か
れ
た
の
と

同
じ
一
九
二
六
年
で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
ウ
ル
フ
の
「The	Cinem

a

」
が
書
か
れ
た
こ
と
は
、
そ
こ
に
登

場
す
る
三
種
類
の
映
画
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、「
グ
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ

ナ
ル
」
や
「
Ｆ
Ａ
カ
ッ
プ
」、「
ア
メ
リ
カ
ス
カ
ッ
プ
」
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
を
題
材
と
し
た
ニ
ュ
ー
ス
映
画
。

も
う
一
つ
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
を
映
画
化
し
た
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』（
一
九
一
五
年
・
米
）。
そ

し
て
最
後
に
先
述
の
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
種
類
の
映
画
に
つ

い
て
ウ
ル
フ
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。ま
ず
、ニ
ュ
ー
ス
映
画「
Ｆ
Ａ
カ
ッ
プ
」

で
は
、
ウ
ェ
ン
ブ
リ
ー
・
ス
タ
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
た
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
が
来
賓
し

た
と
き
の
様
子
が
、「
グ
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
で
は
、
勝
ち
馬
ジ
ャ
ッ
ク
・
ホ
ー
ナ
ー
が
映
像
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ス
映
像
は
、日
常
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
描
写
し
て
い
る
が
、ス
ク
リ
ー

ン
の
前
に
い
る
我
々
の
目
の
前
で
起
こ
っ
た
現
実
で
は
な
い
。

(

�9)	W
oolf,	'T

he	C
inem

a',	p.	
�5�.

(

�0)	

た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
形
態
と

エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
注
目
す
る
ウ

ル
フ
と
は
異
な
る
も
の
の
、
エ
イ
ゼ
ン

シ
ュ
テ
イ
ン
も
ま
た
音
楽
の
作
曲
法
と

映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
比
較
を
通

じ
て
、
極
め
て
分
析
的
な
仕
方
で
は

あ
れ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ

ル
な
次
元
を
付
け
加
え
よ
う
と
し
て

い
た
。Cf.	Jam

es	W
.	N
ew
com

b,	
'Eisenstein's	A

esthetics',	in	
Journal	of	A

esthetics	and	A
rt	

Criticism
,	vol.��,	no.4	(sum

m
er,	

�974),	pp.	47�-7�.

(

��)	W
oolf,	'The	C

inem
a',	pp.	

�50-5�.
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目
は
瞬
く
間
に
な
め
る
よ
う
に
全
て
を
見
尽
く
し
、
脳
は
、
心
地
よ
く
刺
激
さ
れ
て
、
重
い
腰
を

上
げ
て
考
え
る
こ
と
な
し
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
に
甘
ん
ず
る
。

通
常
の
目
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
人
の
審
美
的
で
な
い
目
は
、
単
純
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、

身
体
が
石
炭
置
き
場
に
落
ち
な
い
よ
う
気
を
つ
け
た
り
、
玩
具
や
菓
子
を
脳
に
与
え
た
り
、
脳
が

そ
ろ
そ
ろ
起
き
る
時
間
だ
と
結
論
を
出
す
ま
で
は
有
能
な
子
守
女
の
よ
う
に
振
る
舞
い
続
け
ら
れ

る
も
の
と
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
脳
が
心
地
よ
い
う
た
た
寝
の
最
中
に
突
然
眼
を
覚

ま
し
、
助
け
を
求
め
る
ほ
ど
の
驚
き
と
は
何
だ
ろ
う
か
？　

目
が
困
難
に
陥
る
。
目
は
脳
に
告
げ

る
─
─
「
自
分
に
は
ち
っ
と
も
理
解
で
き
な
い
何
か
が
起
こ
っ
た
。
君
が
必
要
な
ん
だ
」。
脳
と
目

は
一
緒
に
な
っ
て
国
王
や
ボ
ー
ト
や
馬
を
見
、
そ
し
て
脳
は
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
ら
が
現
実
生
活
の
単

純
な
写
真
に
は
な
い
、
あ
る
質
を
帯
び
て
い
た
の
を
見
る
（　

　		��
）。

目
と
脳
の
関
係
は
、
視
覚
と
思
考
の
関
係
の
比
喩
で
あ
る
。
視
覚
の
生
物
学
的
な
役
割
は
身
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
機
能
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ス
映
画
に
お
い
て
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た

映
像
は
、
現
実
の
出
来
事
を
と
ど
め
置
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
「
か
つ
て
起
こ
っ
た
こ
と
」
で
あ
り
、
も

は
や
視
覚
の
生
物
学
的
な
役
割
を
要
求
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ニ
ュ
ー
ス
映
画
に
お
い
て
は
、
視
覚
は
果
た

す
べ
き
役
割
を
奪
わ
れ
て
途
方
に
く
れ
て
し
ま
い
、思
考
に
助
け
を
求
め
る
。
そ
し
て
思
考
は
そ
こ
に「
あ

る
質
」
を
見
出
す
。
ウ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
時
の
流
れ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
の
含
蓄
深
さ
」
が
持
つ
美

し
さ
で
あ
る
（　

　		��
）。

ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
映
像
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
上
記
の
よ
う
な
質
を
備
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ウ
ル
フ
の
見
る
と
こ
ろ
当
時
の
映
画
制
作
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た
映
像
の
特
質
に
満
足
し
な
か
っ
た
。
彼

ら
は
、
文
学
や
演
劇
と
い
っ
た
既
存
の
芸
術
に
助
け
を
借
り
つ
つ
、
映
画
を
何
と
か
し
て
芸
術
的
に
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
ウ
ル
フ
が
「
そ
の
結
果
は
両
者
に
と
っ
て
悲
惨
で
あ

る
」
と
評
価
を
下
し
て
い
る
の
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
文
学
作
品

(

��)	W
oolf,	'T

heM
ovies	and	

Reality',	p.	59�.	

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
表
現
は
「The	Cinem

a

」
に
お

い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�4)	W
oolf,	'The	Cinem

a',	p.	�50.	

(

�5)	Ibid.

の
翻
案
に
お
い
て
は
目
と
脳
の
協
力
関
係
が
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
当
時
、『
美
学
：
美
と

芸
術
の
心
理
学
』（
一
九
〇
三
年
）
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
や
『
抽
象
と
感
情
移
入
』（
一
九
〇
八
年
、

最
初
の
英
訳
版
は
一
九
五
三
年
）
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
と
同
様
に
、
ウ
ル
フ
も
ま
た
芸
術

と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
注
目
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
場
合
、

映
画
の
観
客
が
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
女
性
を
「
完
全
に
ア
ン
ナ
だ
と
認
識
す
る
の
は
、
彼
女
の
心
の
内
側
に

よ
っ
て
で
あ
る
」（　
　		�4
）。
具
体
的
に
言
え
ば
、「
彼
女
の
魅
力
、
彼
女
の
情
熱
、
彼
女
の
失
望
」
と
い
っ

た
内
面
の
表
現
に
よ
っ
て
観
客
は
こ
の
女
性
を
小
説
の
ア
ン
ナ
と
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
メ

デ
ィ
ウ
ム
の
性
質
上
、
映
画
制
作
者
は
映
画
の
観
客
を
こ
の
登
場
人
物
の
内
面
に
感
情
移
入
さ
せ
る
た
め

に
ひ
た
す
ら
映
像
を
用
い
る
ほ
か
な
い
。
つ
ま
り
、「
映
画
が
強
調
す
る
の
は
、彼
女
の
歯
、彼
女
の
真
珠
、

彼
女
の
ベ
ル
ベ
ッ
ト
で
あ
る
」（　
　		�5
）。
と
は
い
え
確
か
に
目
は
こ
の
よ
う
に
映
像
を
通
し
て
強
調
さ
れ
た

ア
ン
ナ
を
見
る
の
だ
が
、ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
場
合
と
は
異
な
り
、脳
は
そ
れ
が
ア
ン
ナ
で
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。

目
は
言
う
─
─
「
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
が
い
る
よ
」。
黒
い
ベ
ル
ベ
ッ
ト
に
身
を
包
ん
だ
豊
満
な

女
性
が
真
珠
を
身
に
つ
け
て
我
々
の
前
に
登
場
す
る
。
し
か
し
脳
は
言
う
─
─
「
あ
れ
は
、
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
女
王
で
な
い
の
と
同
じ
く
ら
い
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
で
も
な
い
」（　
　		�6
）。

こ
う
し
た
視
覚
と
思
考
の
乖
離
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
、
映
画
制
作
者
は
、
小
説
の
と
き
の
よ
う
な

言
語
で
は
な
く
視
覚
的
な
象
徴
に
よ
っ
て
ア
ン
ナ
の
内
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
（「
キ
ス
は
恋
愛
で
あ

る
。
壊
れ
た
カ
ッ
プ
は
嫉
妬
で
あ
る
。
に
こ
や
か
な
笑
顔
は
幸
福
で
あ
る
」）
の
だ
が
（　

　		�7
）、
ウ
ル
フ
は

こ
の
よ
う
に
視
覚
化
さ
れ
た
象
徴
表
現
は
、
も
は
や
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
こ
と
だ

と
指
摘
し
て
い
る
（　

　		�8
）。
ウ
ル
フ
が
映
画
の
可
能
性
を
見
出
す
の
は
、
こ
の
よ
う
に
文
学
的
な
内
容
に

拘
束
さ
れ
た
映
像
で
は
な
く
、
例
え
ば
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
に
お
い
て
経
験
さ
れ
た
よ
う
な
怖
れ
と
い
う

(

�6)	Ibid.

(

��)	W
oolf,	'The	Cinem

a',	p.	�49.

(

�7)	W
oolf,	'The	M

ovies	and	
Reality',	p.	59�.	

「The	Cinem
a

」

で
は
、「
壊
れ
た
カ
ッ
プ
」で
は
な
く「
叩

き
つ
け
ら
れ
た
椅
子
」
と
な
っ
て
い
た
。

Cf.	'The	Cinem
a',	p.	�50.

(

�8)	W
oolf,	'The	M

ovies	and	
Reality',	p.	59�.
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特
定
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
結
び
付
い
た
「
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
形
態
」
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
ウ
ル
フ
の
映
画
論
を
分
析
す
る
上
で
「The	Cinem

a

」
に
お
け
る
形
態
の

構
成
と
観
客
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
の
結
び
付
き
に
関
す
る
記
述
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
次
章

で
は
ウ
ル
フ
の
芸
術
観
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
友
人
、

ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
の
理
論
を
検
証
し
つ
つ
、
こ
の
形
態
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
と
す
る
。

三
、
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
─
─
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
の
芸
術
理
論

映
画
技
術
と
映
画
の
表
現
力
を
区
別
し
て
、
映
画
独
自
の
芸
術
性
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
ウ
ル
フ
の
姿

勢
は
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
を
通
じ
て
交
流
の
あ
っ
た
美
術
批
評
家
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
の

影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
フ
ラ
イ
も
ま
た
グ
ル
ー
プ
の
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
と
同
様
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
出
身
で
あ
っ
て
、
レ
ナ
ー
ド
・
ウ
ル
フ
や
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
の
先
輩
に
当
た
る
。
ま
た
一
九
一
〇

年
と
一
二
年
の
印
象
派
以
降
の
画
家
た
ち
を
紹
介
し
た
ロ
ン
ド
ン
の
グ
ラ
フ
ト
ン
画
廊
に
お
け
る
展
覧
会

で
は
、
フ
ラ
イ
を
中
心
と
し
て
レ
ナ
ー
ド
や
ベ
ル
も
企
画
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
。
自
然
模
倣
や
文
学
性

に
依
拠
し
な
い
彼
ら
の
芸
術
観
に
は
共
通
点
が
多
い
し
、
実
際
、
フ
ラ
イ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
・
ウ
ル
フ
の
映
画
論
と
非
常
に
よ
く
似
た
考
え
が
著
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ル
フ
が
「The	Cinem

a

」
お

よ
び
「The	M

ovies	and	Reality

」
を
著
し
た
一
九
二
六
年
、
フ
ラ
イ
と
ウ
ル
フ
は
ジ
ュ
リ
ア
・
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
写
真
集
の
た
め
に
共
同
で
序
文
を
書
い
て
い
る
（　

　		�9
）。
一
緒
に
仕
事
を
し

た
、
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
年
の
二
人
の
著
作
物
に
は
交
流
の
あ
と
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
（　

　		�0
）。
本
章
で
は
、
ウ
ル
フ
の
映
画
へ
の
注
視
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
、
主
と
し
て

一
九
〇
九
年
に
執
筆
さ
れ
た
フ
ラ
イ
の
「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
」（　
　		��
）
と
一
九
二
〇
年
の
「
レ
ト

ロ
ス
ペ
ク
ト
」（　
　		��
）
を
検
討
し
、
ウ
ル
フ
の
考
え
の
基
底
に
フ
ラ
イ
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
が
見
出
せ
る

(

�9)	Julia	M
argaret	C

am
eron,	

V
ictorian

	P
h
otograph

s	of	
Fam

ous	M
en	and	Fair	W

om
en	

by	Julia	M
argaret	C

am
eron:	

W
ith	Introductions	by	V

irginia	
W
oolf	and	Roger	Fry,	London:	
H
ogarth	Press,	�9�6.	

(

�0)	Panthea	R
eid,	A

rt	and	
A
ffection:	A

	Life	of	V
irginia	

W
oolf ,	O

xford
/N
ew
	Y
ork:	

O
xford	U

niversity	Press,	�996,	
pp.	�94-95.

(

��)	R
oger	Fry,	'A

n	Essay	in	
A
esthetics',	(�909),	in	V

ision	
&
	D
esign,	London/N

ew
	York:	

O
xford	U

niversity	Press,	�990,	
pp.	��-�7.

(

��)	Fry,	'Retrospect',	(�9�0),	in	
ibid,	pp.	�99-���.

こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
文
学
や
自
然
の
模
倣
か
ら
離
れ
て
映
画
内
部
の
映
像
構
成
を
問

題
視
し
よ
う
と
す
る
ウ
ル
フ
の
態
度
が
、
映
画
の
機
械
技
術
的
な
前
衛
を
追
求
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
抽
象
映

画
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
時
代
の
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
ら
が
推
進
し
た
理
知
的
な
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理

論
と
も
異
な
り
、
む
し
ろ
フ
ラ
イ
の
態
度
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
い
。

日
常
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

一
九
世
紀
後
半
に
登
場
し
た
印
象
派
絵
画
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
画
期
的
な
発
明
で
あ
る
写
真
の
影
響

を
大
き
く
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。写
真
は
瞬
間
を
切
り
取
っ
た
も
の
だ
が
、印
象
派
も
ま
た
刻
々

と
移
ろ
い
行
く
現
象
を
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
上
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
印
象
派
の
思
惑
と
は
裏
腹

に
、
現
象
は
常
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
正
確
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
画
家
は
常
に
筆
を
動

か
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
瞬
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
捉
え
る
と
、
今
度
は
同
じ
イ
メ
ー
ジ
の

別
の
瞬
間
を
写
し
取
る
こ
と
へ
と
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
時
間
差
を
伴
っ
た
同
一
モ
テ
ィ
ー
フ

の
連
作
が
手
が
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
第
一
回
印
象
派
展
が
開
か

れ
た
の
は
写
真
家
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ナ
ダ
ー
ル
の
ア
ト
リ
エ
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟

に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
が
初
め
て
パ
リ
で
公
開
さ
れ
た
一
八
九
五
年
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

は
、
モ
ネ
が
《
積
み
藁
》（
一
八
九
〇
─
九
一
年
）、《
ポ
プ
ラ
並
木
》（
一
八
九
〇
─
九
一
年
）、《
ル
ー

ア
ン
大
聖
堂
》（
一
八
九
三
─
九
四
年
）
な
ど
の
連
作
を
手
が
け
て
い
た
。

や
が
て
印
象
派
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
人
気
を
博
す
る
よ
う
に
な
り
、
ニ
ュ
ー･

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

･

ア
ー
ト･

ク
ラ
ブ
（N

EAC

）
の
よ
う
な
新
進
の
美
術
組
織
で
印
象
派
風
の
作
品
が
数
多
く
手
が
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ロ
ジ
ャ
ー･

フ
ラ
イ
が
美
術
批
評
家
と
し
て
活
躍
し
始
め
る
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
国
民

の
趣
味
が
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
か
ら
印
象
派
へ
と
移
行
す
る
時
期
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
印
象
派
の
独
壇
場

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
の
主
題
画
も
イ
ギ
リ
ス
美
術
界
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
気
や
力
を
誇
っ
て
い
た
こ
れ
ら
二
種
類
の
絵
画
を
フ
ラ
イ
は
支
持
し
な
か
っ
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た
。
印
象
派
に
つ
い
て
は
、「
視
覚
的
印
象
だ
け
の
た
め
の
真
実
を
目
指
す
の
で
あ
っ
て
、
外
界
の
事
柄

の
真
実
に
対
し
て
少
し
も
忠
実
に
描
か
な
い
」
と
（　

　		��
）、
ま
た
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
、「
ス
テ

ロ
タ
イ
プ
な
感
傷
主
義
」
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
（　

　		�4
）。
グ
ラ
フ
ト
ン
画
廊
で
行
わ
れ
た
二
つ

の
ポ
ス
ト
印
象
派
展
で
フ
ラ
イ
が
取
り
上
げ
た
作
品
（
セ
ザ
ン
ヌ
、
ピ
カ
ソ
、
マ
テ
ィ
ス
な
ど
）
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
は
自
然
の
再
現
や
文
学
性
に
依
拠
し
な
い
新
し
い
美
術
を
支
援
し
て
い
た
。

そ
れ
ら
は
、
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
の
主
題
重
視
の
写
実
表
現
と
も
印
象
派
風
の
表
現
と
も
異
な
る
も
の
だ
っ

た
。
そ
こ
か
ら
、
フ
ラ
イ
の
新
し
い
傾
向
の
芸
術
へ
の
関
心
は
、
日
常
生
活
の
営
み
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

芸
術
独
自
の
表
現
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。フ
ラ
イ
は
一
九
〇
九
年
の「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ

セ
イ
」
の
な
か
で
、
日
常
生
活
と
は
異
な
る
「
想
像
力
豊
か
な
生
活
」
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
芸
術
固
有

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
小
論
に
お
い
て
、フ
ラ
イ
は
ま
ず
、日
常
生
活
の
本
能
的
な
行
為
で
あ
る
「see

」
に
対
し
て
、「
想

像
力
豊
か
な
生
活
」
に
特
有
の
「
見
る
」
を
「look	at

」
と
形
容
し
、
区
別
す
る
。
日
常
生
活
の
「see

」

は
単
に
「
視
覚
」
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
常
に
生
物
学
的
な
本
能
に
よ
る
反
応
と
社
会
的
慣
習
に
拘
束

さ
れ
た
倫
理
的
行
動
と
結
び
付
い
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
は
日
常
の
な
か
で
何
か
を
目
に
す
る

と
き
に
は
、
適
切
な
行
動
を
と
る
よ
う
に
と
常
に
何
ら
か
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
そ
の
と
き
の
我
々
の
「
見
る
」
は
、
ウ
ル
フ
の
映
画
論
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
、「
石
炭
置
き
場

に
落
ち
な
い
よ
う
に
と
気
を
つ
け
る
…
…
有
能
な
子
守
女
の
役
割
」を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
突
進
す
る
牡
牛
を
見
れ
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
即
座
に
か
わ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ

の
瞬
間
多
少
の
恐
怖
を
覚
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
フ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、こ
の
「
恐
怖
」
と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ

ン
は
危
機
回
避
と
い
っ
た
本
能
的
反
応
に
付
随
し
て
い
る
。
ま
た
、
傷
を
負
っ
た
少
年
を
見
れ
ば
、
我
々

は
こ
の
少
年
に
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
つ
つ
憐
れ
み
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
抱
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
と
き
「
援
助
」
と
い
う
行
為
は
今
度
は
倫
理
的
な
側
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
伴
っ
て

い
る
「
憐
れ
み
」
と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
く
ま
で
心
理
的
な
反
応
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
常
生

活
の
「
見
る
」
は
常
に
、
そ
こ
に
付
随
す
る
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
も
併
せ
て
、
次
に
我
々
が
と
る
べ
き
行
動
と

結
び
付
い
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、フ
ラ
イ
が
唱
え
る
「
想
像
力
豊
か
な
生
活
」
で
生
じ
る
心
理
状
態
は
、

本
能
と
も
社
会
的
道
徳
と
も
全
く
無
関
係
で
あ
る
た
め
、
我
々
は
次
の
行
動
へ
と
移
行
す
る
こ
と
な
し
に

見
る
こ
と
に
没
入
で
き
る
。
フ
ラ
イ
は
こ
の
よ
う
な
想
像
力
豊
か
な
生
活
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
説
明
す
る
に

あ
た
り
、「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
「
鏡
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

一
九
〇
九
年
に
書
か
れ
た
「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
」
の
な
か
で
フ
ラ
イ
が
「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

と
言
う
と
き
、
そ
こ
で
フ
ラ
イ
の
念
頭
に
あ
る
の
は
そ
の
当
時
の
典
型
的
な
イ
ギ
リ
ス
映
画
で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
主
張
す
る
映
画
と
は
、
固
定
カ
メ
ラ
か
ら
全
編
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
影
さ

れ
て
い
た
初
期
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
・
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
の
よ
う
な
映
画
作
品
を
指
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
と
い
う
技
法
は
端
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
イ
は
映
画
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（［	

］
内
は
筆
者
に
よ
る
挿
入
）
─
─
「［
映
画
に
お

い
て
垣
間
見
ら
れ
た
］
想
像
力
豊
か
な
生
活
に
お
い
て
、
最
初
に
、
我
々
は
［
日
常
の
生
活
］
よ
り
い
っ

そ
う
は
っ
き
り
と
そ
の
出
来
事
を
見
る
…
…
。
そ
う
い
っ
た
事
柄
は
、
実
生
活
に
お
い
て
は
、
我
々
の
意

識
に
組
み
込
ま
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
私
た
ち
の
適
切
な
反
応
と
い
う
問
題
へ
は
全

く
向
け
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
る
」（　
　		�5
）。
そ
の
こ
と
の
実
例
と
し
て
、フ
ラ
イ
は
ち
ょ
う
ど
リ
ュ

ミ
エ
ー
ル
兄
弟
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
末
に
撮
影
さ
れ
た
『
ラ
・
シ
オ
タ
駅
へ
の
列
車
の
到
着
』（
図
４
）
を

思
わ
せ
る
よ
う
な
情
景
を
記
し
、
こ
の
映
像
を
見
る
観
客
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
語
る
。

異
国
の
駅
へ
の
到
着
と
車
両
か
ら
降
り
て
く
る
人
々
。
そ
こ
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
な
か
っ
た
。

私
が
ひ
ど
く
驚
い
た
の
は
、
そ
う
指
図
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
数
人
が
列
車
を
降
り
た
後

で
あ
た
か
も
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
右
に
曲
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
話
に
な
ら
な
い
行

為
、
実
生
活
の
な
か
で
、
目
の
前
を
通
過
し
て
い
っ
た
そ
う
し
た
場
面
に
、
私
は
い
つ
何
時
も
決

し
て
気
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
（　

　		�6
）。

(

�5)	Ibid.,	p.	��.

(

��)	Fry,	'The	Philosophy	of	
Im
pressionism

',	(�894),	in	A	
Roger	Fry	Reader,	C

hristpher	
Reed	ed.,	Chicago:	U

niversity	of	
Chicago	Press,	�996,	p.	�0.

(

�4)	Fry,	'Som
e	Q

uestion
s	

in
	E
sth
etics',	(�9

�
6),	in	

Transform
ations:	Critical	and	

Speculative	Essays	on	Art,	N
ew
	

York:	D
oubleday	Anchor	Books,	

�956,	p.	�5.

（
図
４
）

『
ラ
・
シ
オ
タ
駅
へ
の
列
車
の
到
着
』　

一
八
九
五
年

(

�6)	Ibid.,	p.	�4.
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通
勤
電
車
で
、
ふ
つ
う
我
々
が
留
意
す
る
の
は
座
る
場
所
や
荷
物
で
あ
り
、
乗
客
全
体
の
構
図
や
一
人

一
人
の
行
為
で
は
な
い
。
し
か
し
、映
画
を
見
る
我
々
は
座
席
や
荷
物
の
心
配
と
は
無
縁
の
観
客
で
あ
り
、

普
段
注
目
し
な
い
日
常
生
活
に
お
い
て
諸
々
の
行
為
や
全
体
が
織
り
な
す
構
図
そ
の
も
の
を
純
粋
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

「The	Cinem
a

」
の
な
か
で
、
ウ
ル
フ
も
ま
た
フ
ラ
イ
と
同
じ
よ
う
に
、
日
常
生
活
の
「see

」
と
非

日
常
的
な
「look	at
」
の
区
別
を
前
提
と
し
て
自
ら
の
映
画
論
を
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
見

す
る
と
日
常
の
光
景
を
再
現
し
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
「
グ
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
や
「
Ｆ
Ａ
カ
ッ

プ
」
の
ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
映
像
に
関
し
て
、
ウ
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
さ
え
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
…
…
い
っ
そ
う
リ
ア
ル
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
我
々
が
日
常
生
活
で

知
覚
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
た
リ
ア
ル
に
な
っ
た
と
で
も
言
っ
た
ら

よ
い
の
だ
ろ
う
か
？　

我
々
は
そ
れ
ら
が
我
々
の
不
在
の
時
に
存
在
す
る
さ
ま
を
じ
っ
と
見
る

（behold

）。
我
々
は
生
活
を
、我
々
が
そ
こ
に
参
与
し
な
い
と
き
の
よ
う
に
見
て
い
る（see

）。
我
々

が
注
視
す
る
（gaze

）
と
き
、
我
々
は
現
実
の
生
活
の
け
ち
く
さ
さ
や
そ
の
配
慮
や
慣
習
か
ら
取

り
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
馬
は
我
々
を
蹴
り
倒
さ
な
い
だ
ろ
う
。
国
王
は
我
々
の
手

を
握
ら
な
い
だ
ろ
う
…
…
。
ち
ょ
う
ど
人
類
の
愚
か
さ
を
眺
め
る
と
き
の
よ
う
な
、
こ
う
し
た
見

晴
ら
し
の
よ
い
高
み
に
あ
っ
て
、
我
々
は
哀
れ
み
と
楽
し
み
を
感
じ
、
一
般
化
し
、
一
人
の
男
に

人
類
の
属
性
を
授
け
る
余
裕
を
も
つ
。
ボ
ー
ト
が
帆
走
し
、
波
が
砕
け
る
の
を
見
な
が
ら
、
我
々

は
美
し
さ
に
心
を
ま
る
ご
と
開
き
、
そ
の
美
し
さ
に
加
え
て
奇
妙
な
感
覚
を
覚
え
る
余
裕
を
も
つ

─
─
（　

　		�7
）。

上
記
の
よ
う
に
ウ
ル
フ
が
説
明
し
て
い
る
「
ニ
ュ
ー
ス
映
画
を
見
る
観
客
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
は
、
明

(

�7)	W
oolf,	'The	C

inem
a',	p.	

�49.

ら
か
に
フ
ラ
イ
の
「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「The	

Cinem
a

」
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
一
九
二
六
年
で
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
イ
の
想
定
す
る
初
期
の
シ
ネ
マ
ト
グ

ラ
フ
か
ら
映
画
は
格
段
に
進
展
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
簡
単
な
映
画
史
上
の
知
識
か
ら
し
て

も
、
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
た
カ
メ
ラ
が
か
な
り
自
由
に
動
か
せ
る
よ
う
に

な
り
、
ま
た
た
い
て
い
の
場
合
は
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
影
さ
れ
て
い
た
短
編
作
品
は
、
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト

を
組
み
合
わ
せ
て
長
編
映
画
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
前
章
で
述
べ
た
と

お
り
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
制
作
は
衰
微
し
て
い
く
傾
向
に

あ
り
、
映
画
に
芸
術
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
趨
勢
に
反
し
て
、
フ
レ
ー
ム
の
変

化
や
シ
ョ
ッ
ト
の
つ
な
ぎ
は
伴
う
も
の
の
、
そ
れ
こ
そ
ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
よ
う
な
記
録
の
レ
ベ
ル
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
ウ
ル
フ
は
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で

映
画
そ
の
も
の
の
時
間
芸
術
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
質
を
理
解
し
、
先
述
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ス
映
画
と

文
芸
映
画
と
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
を
並
列
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
上
で
、
映
画
だ
け
が
可
能

に
す
る
独
自
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
前
提
に
し
つ
つ
、
文
芸
作
品
の
翻
案
と
い
っ
た
「
こ
れ
以
上
な
い
く
ら
い

簡
単
で
単
純
な
」
解
決
策
と
は
異
な
る
、
さ
ら
な
る
映
画
独
自
の
表
現
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
（　

　		�8
）。

鏡
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
フ
ォ
ル
ム
（form

）
に
結
び
つ
く
エ
モ
ー
シ
ョ
ン

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
イ
は
「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
よ
り
も
い
っ
そ
う
芸
術
を
見
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
近
い

も
の
と
し
て
「
鏡
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
現
実
世
界
の
対
象
と
の

対
応
関
係
如
何
で
は
な
く
、フ
レ
ー
ム
内
部
の
視
覚
像
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
対
象
は
、
そ
れ
が
自
然
の
モ
デ
ル
や
モ
テ
ィ
ー
フ
に
似
て
い
な
く
て
も
よ
い

の
で
あ
る
。フ
ラ
イ
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、彼
の
ポ
ス
ト
印
象
派
絵
画
擁
護
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
自

然
の
外
観
の
模
倣
に
お
い
て
そ
の
正
確
さ
を
測
る
ど
ん
な
試
金
石
も
、
私
た
ち
が
偉
大
な
芸
術
作
品
と
粗

(

�8)	Ibid.,	p.	�49-50.
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悪
な
芸
術
作
品
と
の
間
に
設
け
た
区
別
に
と
っ
て
十
分
と
は
言
え
な
い
」（　
　		�9
）。
フ
ラ
イ
は
鏡
に
映
し
出

さ
れ
た
情
景
を
眺
め
る
と
き
、
そ
の
視
覚
像
に
日
常
世
界
と
は
異
質
な
何
か
（
ウ
ル
フ
が
「
日
常
生
活
で

知
覚
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
言
っ
て
い
た
も
の
）
を
認
め
て
い
る
。

…
…
し
か
し
な
が
ら
、
鏡
に
お
い
て
の
方
が
、
容
易
に
自
分
自
身
を
抽
象
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
、

移
り
ゆ
く
情
景
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
情
景
は
す
ぐ
に
幻
想
の
よ
う
な

も
の
に
変
わ
り
、私
た
ち
は
全
く
の
傍
観
者
と
な
っ
て
、何
か
を
見
よ
う
と
選
択
す
る
の
で
は
な
く
、

全
て
の
こ
と
を
均
等
に
見
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
私
た
ち
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
行

わ
れ
て
い
た
ど
の
印
象
に
身
を
委
ね
よ
う
か
と
い
う
例
の
節
約
の
た
め
に
以
前
に
は
気
付
か
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
い
く
つ
も
の
仮
象
と
、
こ
れ
ら
仮
象
の
間
の
関
係
に
気
付
く
こ
と
に
な
る
（　

　		40
）。

す
な
わ
ち
、
漠
然
と
鏡
を
眺
め
て
い
る
と
き
に
は
、
実
生
活
に
お
け
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
伴
う
関
心
か

ら
も
、
現
実
の
記
録
で
あ
る
映
画
に
対
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
要
請
す
る
対
象
の
詮
索
か
ら
も
自
由
に
な

る
た
め
、
視
野
を
構
成
し
て
い
る
諸
々
の
部
分
の
間
の
関
係
が
純
粋
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
公
平
に
、
あ
る
い
は	
フ
ラ
イ
自
身
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
無
関
心
的
に

(disinterested)

」、
対
象
を
見
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、「
鏡
の
フ
レ
ー
ム
は
、
映
し
出
さ
れ
た
場
面

を
日
常
生
活
の
情
景
か
ら
、
む
し
ろ
想
像
力
豊
か
な
生
活
に
属
す
る
情
景
へ
と
幾
分
変
え
て
し
ま
う
。
鏡

の
フ
レ
ー
ム
は
、
鏡
の
表
面
を
初
歩
的
な
芸
術
作
品
へ
と
変
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
鏡
の
フ
レ
ー
ム
は
芸
術

的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
私
た
ち
が
到
達
す
る
た
め
の
助
け
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」（　
　		4�
）。

フ
ラ
イ
の
芸
術
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
頂
点
と
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
分
類
は
、
当
然
な
が
ら
、
絵
画
作
品
を

念
頭
に
お
い
て
い
る
。
初
期
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ･

リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
映
画
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
」
は
、
固
定
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
内
で
現
実
の
あ
り
ま
ま
の
再
現
を
目
指
し
た
印
象
派
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
に
代
わ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
「
鏡
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
は
文
学
的
な
主

(

4�)	Ibid.,	pp.	�4-5.	

「
鏡
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
」
は
、
映
画
や
絵
画
が
再
現
か

ら
離
れ
て
、
作
品
内
部
の
世
界
を
展
開

し
て
い
く
際
に
「
抽
象
」
と
い
う
表
現

形
態
と
結
び
付
い
て
い
く
方
向
性
を
示

唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
映
画

で
あ
れ
、
鏡
で
あ
れ
、
日
常
の
心
配
と

は
無
縁
の
傍
観
者
で
あ
る
我
々
に
と
っ

て
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
捉
え
た
も
の
は
生

活
を
恙
な
く
送
る
た
め
に
必
要
な
サ
イ

ン
で
は
な
く
、
視
野
を
形
成
す
る
一
枚

の
「
絵
」
で
あ
る
以
外
何
ら
の
意
味
も

有
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

(

4�)	

そ
の
証
拠
に
フ
ラ
イ
は
友
人
ベ
ル

の
考
え
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
ベ
ル
は
、
一
枚
の
絵
が
完
全

に
非
再
現
的
で
あ
り
得
る
と
も
主
張
し

た
…
…
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
見
解
は
行

き
過
ぎ
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
る
。
と

い
う
の
も
、
絵
画
に
お
い
て
奥
行
き

の
次
元
を
ほ
ん
の
少
し
で
も
示
唆
す
る

も
の
は
全
て
、
い
く
ば
く
か
の
再
現
要

素
の
結
果
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
」—

—
See	Fry,	'Retrospect',	p.	�06.

題
画
（
ア
カ
デ
ミ
ー
）
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
両
者
を
批
判
し
つ
つ
フ
ラ

イ
が
向
か
っ
た
行
き
先
が
、
抽
象
表
現
を
含
む
印
象
派
以
降
の
新
し
い
美
術
、
す
な
わ
ち
ポ
ス
ト
印
象
派

の
美
術
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
フ
ラ
イ
は
「
抽
象
化
」
に
関
心
を
抱
い
て
幾

何
学
的
な
形
態
表
現
と
構
成
に
力
点
を
置
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
好
ん
だ
と
は
い
え
、
た
だ
し
完
全
な

抽
象
化
ま
で
は
歓
迎
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
自
然
や
文
学
の
再
現

と
は
異
な
る
新
し
い
表
現
を
目
指
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
フ
ラ
イ
は
進
展
す
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
に
対

し
て
、
そ
の
幾
何
学
的
な
構
成
原
理
に
注
目
し
つ
つ
も
距
離
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（　

　		4�
）。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
作
品
が
、
純
粋
な
画
面
構
成
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
エ

モ
ー
シ
ョ
ン
が
感
じ
取
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
お
い
て
は
形
態
の
構
成
に
お

い
て
も
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
感
じ
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
で
も
、
フ
ラ
イ
は
作
品
の
主
題
内
容
よ
り

も
フ
ォ
ル
ム
に
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
見
出
せ
る
か
否
か
を
重
視
し
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
エ
モ
ー
シ
ョ
ン

は
、
当
の
絵
画
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
本
物
そ
っ
く
り
に
再
現
さ
れ
て
い
る
か
と
か
、
小
説
の
内
容
を
適
切
に

表
現
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
作
品
内
部
の
諸
要
素
が
い
か
に
統
一
性
の
う
ち
に
結
ば

れ
て
い
る
か
（significant	form

）
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
も
の
だ
と
さ
れ
、こ
の
場
合
の
エ
モ
ー
シ
ョ

ン
は
色
や
形
態
が
織
り
成
す
構
成
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
一
個
の
必
然
的
統
一
体
の
中
で
い

く
つ
も
の
複
雑
な
マ
ッ
ス
を
順
序
よ
く
並
べ
る
非
凡
な
力
に
よ
っ
て
、
多
方
向
に
延
び
た
線
の
優
美
な
均

衡
に
よ
っ
て
、
無
限
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
」（　
　		4�
）。
こ
の
よ
う
な
色
や
形
態
を
、
フ
ラ
イ

は「
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
波
立
た
せ
る
デ
ザ
イ
ン
の
諸
要
素
」と
呼
ん
で
い
る（　
　		44
）。
そ
し
て
フ
ラ
イ
が
キ
ュ

ビ
ス
ム
を
基
礎
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
（
未
来
派
や
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
シ
ズ
ム
）
に
距
離
を
置
い
た
の
と
対

応
す
る
よ
う
に
、
ウ
ル
フ
も
ま
た
、
と
り
た
て
て
抽
象
映
画
に
注
目
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
、
抽
象
映
画
に
お
い
て
は
映
画
独
自
の
機
械
的
な
技
法
は
追
求
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
具

体
的
な
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(

4�)	Ibid.,	p.	�08.
(

44)	Fry,	'An	Essay	in	Aesthetics',	
p.	��.

(

�9)	F
ry,	'E

xp
ression

	an
d	

Representation	in	the	Graphic	Arts',	
(�908),	in	A	Roger	Fry	Reader ,	
Christpher	Reed	ed.,	Chicago:	
U
niversity	of	C

hicago	Press,	
�996,	p.	6�.

(

40)	Fry,	'An	Essay	in	Aesthetics',	
p.	�4.
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お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
論
と
ウ
ル
フ
の
映
画
論
は
、
部
分
的
に
対
応

関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
絵
画
と
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
違
い
か
ら
、
ウ
ル
フ
の
理
論
の
新
し

さ
も
ま
た
こ
こ
で
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
イ
が
主
張
す
る
フ
ォ
ル
ム
の
エ

モ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
く
ま
で
も
空
間
的
な
構
成
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
ウ
ル
フ
が
念
頭
に
お
い

て
い
る
映
画
の
構
成
に
は
時
間
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
ウ
ル
フ
が
主
張
す
る
「
日
常

生
活
で
知
覚
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
質
に
は
、
初
め
か
ら
時
間
の
次
元
が

含
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
を
再
現
し
た
ニ
ュ
ー
ス
映
画
も
実
際
に
は
過
去
の

出
来
事
で
あ
り
、
現
実
世
界
の
時
間
の
流
れ
と
は
合
致
し
な
い
。
観
客
が
見
て
い
る
の
は
、
現
実
の
時
間

の
流
れ
か
ら
抜
き
出
さ
れ
、
別
の
仕
方
で
構
成
さ
れ
た
場
面
な
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
─
─

こ
う
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
吹
き
込
む
こ
と
が
で
き
、
思
考
を
伴
っ
た
完
璧
な

フ
ォ
ル
ム
を
活
気
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
映
画
制
作
者
は
い
く
ら
で
も
戦
利
品
を
た
ぐ
り

寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
我
々
は
、
テ
ー
ブ
ル
に
肘
を
つ
い
た
男
た
ち
か
ら
、

あ
る
い
は
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
を
地
面
に
落
と
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
女
た
ち
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
ヴ
ェ

ス
ヴ
ィ
オ
ス
火
山
か
ら
た
な
び
く
煙
の
よ
う
に
し
て
、
気
違
い
じ
み
て
い
た
り
、
美
し
か
っ
た
り
、

奇
妙
だ
っ
た
り
す
る
思
考
が
た
な
び
い
て
出
て
く
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（　

　		45
）。

仮
に
映
画
自
身
の
意
識
や
思
考
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、「The	Cinem

a

」
を
通
し
て
、

ウ
ル
フ
は
「
美
し
か
っ
た
り
、
奇
妙
だ
っ
た
り
す
る
」
個
々
の
象
徴
表
現
を
視
覚
的
に
統
合
す
る
映
画
の

思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
こ
に
お
い
て
、ウ
ル
フ
の
論
じ
る
エ
モ
ー

シ
ョ
ン
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
ウ
ル
フ
は
や
が
て
来
る
べ
き
映
画
を
予

(

45)	W
oolf,	'The	M

ovies	and	
Reality',	p.	595.	

「The	Cinem
a

」

で
は
、「
テ
ー
ブ
ル
に
肘
を
つ
い
た
男
た

ち
か
ら
、
あ
る
い
は
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
を

地
面
に
落
と
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
女

た
ち
」
の
部
分
が
「
正
装
し
た
男
た
ち

と
シ
ン
グ
ル･

カ
ッ
ト
の
女
た
ち
」
と

な
っ
て
い
た—

—
Cf.	'The	Cinem

a',	
pp.	�5�-5�.

(

46)	W
oolf,	'The	Cinem

a',	p.	�5�.

見
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
─
─
「
我
々
は
こ
れ
ら
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
と
も
に
混
じ
り
合
い
、

互
い
に
影
響
し
合
う
の
を
見
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
そ
れ
ら
の
衝
突
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
エ
モ
ー
シ
ョ

ン
の
荒
々
し
い
変
化
を
見
る
に
違
い
な
い
。
最
も
魅
惑
的
な
対
比
が
、
作
家
で
あ
れ
ば
無
駄
に
コ
ツ
コ
ツ

と
仕
事
を
す
る
ほ
か
な
い
速
さ
で
我
々
の
眼
前
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
」（　
　		46
）。


	2008abst5_0323 18
	2008abst5_0323 19
	2008abst5_0323 20
	2008abst5_0323 21
	2008abst5_0323 22
	2008abst5_0323 23
	2008abst5_0323 24
	2008abst5_0323 25
	2008abst5_0323 26
	2008abst5_0323 27
	2008abst5_0323 28

