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|
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コ
ク
ト
ー
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百
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｀i 

., 

a+a 10 055 
遇去との出会い

■ 

『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
は
、
企
画
当
初
、

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
構
想

コ
ク
ト
ー
の
最
晩
年
の
映
両
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』

(
L
e
Test
尽
蕊
き
fo支
忌
、
一
九
六
0
年
）
は
、
彼
自
身
の
映
画
『
詩
人
の
血
』
(
-
九

=
1
0年
）
や
映
画
『
オ
ル
フ
ェ
』
（
一
九
五
0
年
）
と
同
様
に
、
詩
人
が
主
人
公
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
映
画
で
は
、
コ
ク
ト
ー
自
身
が
描
い

た
絵
画
や
コ
ク
ト
ー
の
油
劇
・
映
画
の
主
人
公
た
ち
が
画
而
に
登
場
し
、
そ
れ
ら
が
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
家
と
し
て
の
コ
ク

ト
ー
の
過
去
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
物
語
の
な
か
で
コ
ク
ト
ー
自
身
が
主
人
公
で
あ
る
詩
人
を
演
じ
て

い
る
た
め
、
コ
ク
ト
ー
が
自
ら
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
た
ど
り
直
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
自
ら
が
映
画
の
な
か
に
登
場

す
る
と
い
う
演
出
は
、
前
二
作
と
は
異
な
る
特
徴
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
映
画
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

コ
ク
ト
ー
が
い
か
に
自
ら
の
過
去
と
出
会
い
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
虚
構
を
作
り
上
げ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
。

コ
ク
ト
ー
の
晩
年
の
創
作
活
動
を
記
録
す
る
と
い
う
目
的
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
構

想
さ
れ
て
い
た
[

r

]

（
一
九
五
七
年
―
一
月
二
二
日
）
。
コ
ク
ト
ー
は
題
材
と
し
て
、
ヴ
ィ
ル
フ
ラ
ン
シ
ュ
1
1

シ
ュ
ル
1
1

メ
ー
ル
に
あ
る
サ
ン
・

ピ
エ
ー
ル
礼
拝
堂
内
部
の
壁
画
制
作
、
マ
ン
ト
ン
市
役
所
の
『
婚
礼
の
間
』
の
壁
画
制
作
、
自
ら
の
晩
年
の
映
画
制
作
を
取
り
上
げ
よ
う

と
し
て
い
た
図
。
こ
の
三
つ
の
題
材
か
ら
成
る
三
部
構
成
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
様
々
な

問
題
か
ら
こ
の
構
想
は
実
現
せ
ず
、
そ
こ
で
集
め
ら
れ
た
素
材
、
と
り
わ
け
そ
の
第
三
の
部
分
が
、
映
画
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
と
い
う

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
映
画
と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
§
°

映
画
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
に
は
、
こ
の
当
初
の
計
画
を
思
わ
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
構
想
の
第
一
部
の
題
材

で
あ
る
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
礼
拝
堂
や
、
彼
自
身
が
描
い
た
油
彩
画
や
線
描
両
、
タ
ビ
ス
リ
ー
な
ど
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
映
画
の
な
か
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
映
画
の
舞
台
に
は
、
コ
ク
ト
ー
の
晩
年
の
創
作
活
動
の
場
で
あ
る
サ
ン
ト
・
ソ
ス
ピ
ー
ル
荘
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
邸
宅
は
資
産
家
で
コ
ク
ト
ー
の
庇
護
者
で
も
あ
っ
た
ヴ
ェ
ズ
ヴ
ェ
レ
ー
ル
夫
人
の
も
の
で
あ
り
、
彼
女
が
こ
の
映
画
の
ワ

ン
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
の
は
、
コ
ク
ト
ー
が
自
ら
の
創
作
活
動
を
支
え
た
人
物
を
も
カ
メ
ラ
に
収
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。
こ
の
邸
宅
に
は
実
際
、

ン
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

の
も
の
が
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
も
言
え
る
〔
1
]

。

コ
ク
ト
ー
の
ア
ト
リ
エ
が
あ
り
、

コ
ク
ト
ー
は
そ
こ
で
油
彩
画
や
石
版
画
な
ど
技
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

コ
ク
ト
ー
自
身
が
邸
宅
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
装
飾
を
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、

こ
う
し
た
自
ら
の
過
去
の
作
品
を
映
像
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
映
画
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺

言
』
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
要
素
を
少
な
か
ら
ず
残
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
基
本
と
な
る
定

義
は
「
被
写
体
に
人
為
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
映
画
」
で
あ
る
。
こ
の
基
本
の
定
義
を
こ
の
映
画
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
考
え
直
す
と

す
れ
ば
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
は
「
映
画
の
た
め
に
手
が
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
完

成
し
て
い
る
も
の
を
さ
ら
に
映
画
に
お
い
て
見
せ
る
」
こ
と
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

映
像
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
に
登
場
す
る
コ
ク
ト
ー
の
作
品
は
、
絵
画
や
建
築
装
飾
だ
け
で
は
な
い
。

ラ
ク
タ
ー
た
ち
も
画
面
に
登
場
す
る
。
映
両
『
オ
ル
フ
ェ
』
の
人
物
た
ち
ゃ
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
や
オ
イ
デ
イ
プ
ス
な
ど
コ
ク
ト
ー
の
物
語

の
主
要
メ
ン
バ
ー
が
こ
の
映
画
の
な
か
に
集
結
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
演
じ
る
の
は
、
長
年
コ
ク
ト
ー
の
作
品
を
支
え

て
き
た
実
際
の
俳
優
た
ち
で
あ
る
。
コ
ク
ト
ー
が
、
こ
れ
ま
で
自
ら
が
創
り
上
げ
て
き
た
物
語
の
登
場
人
物
た
ち
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら

を
演
じ
て
き
た
俳
優
た
ち
を
も
映
像
に
よ
っ
て
記
録
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
か
で
も
、
死
の
世
界
の
住
人
で
あ
る
プ
リ
ン
セ
ス
、
ウ
ル
ト
ビ
ー
ズ
、
セ
ジ
ェ
ス
ト
は
、
こ
の
映
画
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
与
え

ら
れ
て
い
る
。
演
じ
る
の
は
、
前
作
『
オ
ル
フ
ェ
』
で
こ
れ
ら
の
役
を
演
じ
た
俳
優
陣
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
ず
、
こ
の
映
画
の
冒
頭
で
引

用
さ
れ
た
前
作
『
オ
ル
フ
ェ
』
の
ワ
ン
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
。
引
用
さ
れ
た
映
像
は
、
こ
の
世
と
死
の
世
界
の
中
間
地
帯
で
あ
る
。
そ
こ

に
セ
ジ
ェ
ス
ト
と
ウ
ル
ト
ビ
ー
ズ
と
と
も
に
プ
リ
ン
セ
ス
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
。
音
声
は
消
さ
れ
て
い
る
た
め
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
会

話
を
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
プ
リ
ン
セ
ス
の
顔
か
ら
涙
が
こ
ぼ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
前
作
を
観
た
こ
と
が
あ
る
観
客

は
、
こ
れ
が
オ
ル
フ
ェ
と
の
別
離
の
瞬
間
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
前
作
の
印
象
的
な
シ
ー
ン
は
、
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺

言
』
の
問
題
提
起
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
引
用
に
よ
っ
て
前
作
と
の
関
係
を
強
調
し
な
が
ら
、
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
が
前
作
同
様
、
詩

人
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

■ 

こ
の
邸
宅
そ

つ
ま
り
、
芸
術
家
コ
ク
ト
ー
の
過
去
が

コ
ク
ト
ー
作
の
演
劇
や
映
画
の
キ
ャ

a+a 10 057 
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■ 

こ
の
最
終
作
の
な
か
に
、
前
作
の
詩
人
の
姿
を
モ
デ
ル
と
し
て
持
ち
込
み
な
が
ら
、
そ
の
詩
人
の
役
を
コ
ク
ト
ー
自
身
が
演
じ
て
い

る
。
『
オ
ル
フ
ェ
』
で
登
場
人
物
た
ち
を
演
じ
た
俳
優
た
ち
が
今
度
は
十
年
後
の
姿
で
登
場
す
る
。
『
オ
ル
フ
ェ
』
で
は
、
プ
リ
ン
セ
ス
と

ウ
ル
ト
ビ
ー
ズ
が
尋
問
さ
れ
る
側
で
あ
っ
た
が
、
今
度
は
彼
ら
が
詩
人
を
尋
問
す
る
。
コ
ク
ト
ー
演
じ
る
詩
人
と
コ
ク
ト
ー
の
創
造
し
た

登
場
人
物
た
ち
が
繰
り
広
げ
る
対
話
が
、
こ
の
映
画
の
物
語
の
中
心
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
冒
頭
の
引
用
で
、
主
人
公

オ
ル
フ
ェ
が
登
場
し
な
い
の
は
意
図
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
オ
ル
フ
ェ
は
、

フ
ェ
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、

コ
ク
ト
ー
自
身
な
の
で
あ
る
。
約
十
年

後
に
制
作
さ
れ
た
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
は
、
現
代
の
詩
人
つ
ま
り
コ
ク
ト
ー
自
身
が
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
系
譜
に
い
る
、
主
人
公
の
オ
ル

コ
ク
ト
ー
自
身
が
画
而
に
姿
を
現
す
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
人
の
旅

物
語
は
、
詩
人
が
「
教
授
」
の
助
け
を
借
り
て
、
時
空
を
飛
び
越
え
て
旅
へ
出
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
時
空
を
飛
び
越
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
詩
人
の
特
権
で
あ
る
。
前
作
『
オ
ル
フ
ェ
』
で
は
、
鏡
の
な
か
の
世
界
に
オ
ル
フ
ェ
を
誘
う
の
は
、
死
の
世
界
の
住
人
で

あ
る
ウ
ル
ト
ビ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
『
オ
ル
フ
ェ
』
を
制
作
し
た
当
時
の
コ
ク
ト
ー
に
と
っ
て
は
ま
だ
、
死
の
世
界
に
い
る
者
た

ち
が
彼
の
芸
術
活
動
の
導
き
手
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
の
制
作
に
お
い
て
、
コ
ク
ト
ー
は
自
ら
の
詩
人
観

を
新
た
な
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
映
画
に
お
い
て
は
、
詩
人
を
異
世
界
へ
と
導
く
の
は
教
授
が
発
明
し
た
「
技
術
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

映
画
の
特
質
の
ひ
と
つ
で
あ
る
時
空
を
飛
び
越
え
る
「
技
術
」
で
あ
る
。
晩
年
の
コ
ク
ト
ー
は
、
こ
の
映
画
の
「
技
術
」
が
持
つ
詩
的
可

能
性
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
、
コ
ク
ト
ー
は
、
詩
人
の
創
作
活
動
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
映
画
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
詩
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

歩
き
始
め
た
詩
人
は
、
馬
頭
人
に
出
会
い
、
そ
の
人
物
を
追
い
か
け
る
う
ち
に
、
廃
墟
へ
と
辿
り
着
く
。
そ
こ
は
、
ジ
プ
シ
ー
た
ち
の

溜
ま
り
場
で
あ
る
。
少
女
の
ひ
と
り
が
一
枚
の
写
真
を
焚
き
火
で
燃
や
し
て
い
る
。
そ
の
写
真
は
燃
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は

逆
回
し
の
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
元
の
状
態
へ
戻
っ
て
い
る
〔
図
1
〕
。
少
女
に
よ
っ
て
一
枚
の
写
真
が
再
生
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
コ
ク
ト
ー
の
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ジャン・コクトー 「オルフェの遺言」

1960年

図1I (16:34) 

図2I (17:00) 

図3I (19:06) 

図4I (19:08) 

図5I (19:09) 

映
画
『
オ
ル
フ
ェ
』
に
登
場
す
る
セ
ジ
ェ
ス
ト
が
写
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
[
図

3
o
観
客
は
彼
の
顔
を
こ
の
映
画
の
冒
頭
の
引

用
シ
ー
ン
で
目
に
し
て
い
る
の
で
、
彼
が
セ
ジ
ェ
ス
ト
で
あ
る
と
容
易
に
わ
か
る
。
ジ
プ
シ
ー
の
女
の
ひ
と
り
が
そ
の
写
真
を
破

り
、
そ
れ
ら
の
写
真
片
を
詩
人
に
渡
す
。
詩
人
は
そ
れ
を
持
っ
て
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
る
。
詩
人
は
ジ
プ
シ
ー
か
ら
受
け
取
っ
た

写
真
の
断
片
を
海
へ
投
げ
捨
て
る
。
そ
の
瞬
間
、
水
面
か
ら
セ
ジ
ェ
ス
ト
が
立
ち
現
れ
る
〔
f

二
図
3
.
4
.
5
]
。

フ
ィ
ル
ム
の
逆
回
し
は
、
コ
ク
ト
ー
映
画
に
は
お
馴
染
み
の
た
わ
い
な
い
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
肝
心
な
の
は
、
コ
ク
ト
ー
が

こ
れ
を
用
い
て
過
去
の
映
画
の
登
場
人
物
が
映
画
の
な
か
に
生
き
返
る
様
子
を
見
事
に
演
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
シ
ー
ン

で
は
、
記
憶
の
断
片
と
し
て
の
写
真
か
ら
作
品
の
登
場
人
物
が
登
場
す
る
様
子
を
、
ま
る
で
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
か
の
よ
う

に
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
、
映
画
が
現
実
の
再
現
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
現
実
の
断
片
を
わ
れ
わ
れ
が

操
作
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
コ
ク
ト
ー
演
じ
る
主
人
公
の
詩
人
は
、
登
場
人
物
セ
ジ
ェ
ス
ト
に
連
れ
ら
れ
て
、
時
空
を
自
在
に
行
き
来
し
、
自
分
が
作
り

出
し
た
物
語
の
人
物
た
ち
と
出
会
う
。

詩
人
の
旅
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
作
者
で
あ
る
コ
ク
ト
ー
と
作
中
人
物
の
対
話
と
い
う
虚
構
の
出
来
事
で
あ
る
。
一
見
、
現
実

に
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
場
面
の
連
続
を
目
に
す
る
観
客
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
対
話
が
、
実
は
コ
ク
ト
ー
と
コ
ク
ト
ー
の

映
画
を
支
え
る
人
々
と
の
対
話
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
詩
人
が
セ
ジ
ェ
ス
ト
に
「
前
は
金
髪
だ
っ
た
は
ず
だ
が
」
と
い
え
ば
、

セ
ジ
ェ
ス
ト
は
「
映
画
の
中
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
い
ま
は
実
際
の
人
生
の
な
か
に
い
る
の
で
す
」
と
答
え
る
。
「
い
ま
は
映
画
の

な
か
で
は
な
い
。
現
実
の
人
生
の
な
か
」
と
い
う
台
詞
が
意
味
す
る
の
は
、
「
私
は
エ
ド
ウ
ア
ー
ル
・
デ
ル
ミ
ッ
ト
で
す
」
と
い

う
俳
優
で
あ
る
こ
と
の
表
明
で
あ
る
。

セ
ジ
ェ
ス
ト
と
い
う
登
場
人
物
の
仮
面
が
外
さ
れ
、
俳
優
で
あ
り
画
家
で
あ
る

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
デ
ル
ミ
ッ
ト
と
い
う
人
物
の
仮
面
が
現
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
台
詞
は
、
セ
ジ
ェ
ス
ト
と
い
う
登
場
人
物
の
物
語

世
界
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
、
俳
優
デ
ル
ミ
ッ
ト
と
い
う
実
在
の
人

物
の
顔
を
露
わ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
現
実
の
一
部
分
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
か
の
よ
う
に
観
客
に
思
わ
せ
る
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、

し
か
し
、
ま
さ
に
今
わ
れ
わ
れ
観
客
の
目
の
前
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
男
は
、

■ 

コ
ク
ト
ー
の
養
子
で
あ
り
、
晩
年
を
と
も
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■ 

に
生
き
た
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
実
在
の
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
デ
ル
ミ
ッ
ト
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
男
は
、
わ
れ
わ
れ
観
客
に
と
っ

て
、
セ
ジ
ェ
ス
ト
を
演
じ
る
デ
ル
ミ
ッ
ト
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
デ
ル
ミ
ッ
ト
を
演
じ
る
デ
ル
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。
デ
ル
ミ
ッ
ト
も

コ
ク
ト
ー
同
様
、
名
と
顔
が
世
間
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
観
客
は
彼
を
見
た
途
端
に
そ
れ
が
彼
自
身
で
あ
る
と
同
定
で
き
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
在
の
人
物
こ
そ
が
演
じ
ら
れ
る
役
に
な
り
、
ま
た
新
た
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
要
す
る
に
、
こ
の
映
画
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、
物
語
の
役
と
俳
優
自
身
の
役
と
い
う
二
重
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を

持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

セ
ジ
ェ
ス
ト
の
ほ
か
に
も
、
『
オ
ル
フ
ェ
』
の
作
中
人
物
、
死
神
の
プ
リ
ン
セ
ス
と
そ
の
手
下
で
あ
る
ウ
ル
ト
ビ
ー
ズ
も
、
俳

優
と
し
て
の
顔
を
見
せ
る
。
『
オ
ル
フ
ェ
』
か
ら
十
数
年
後
に
制
作
さ
れ
た
こ
の
映
画
で
は
、
プ
リ
ン
セ
ス
は
、
そ
こ
は
か
と
な

く
老
い
て
、
ふ
と
こ
ろ
が
深
い
。
ラ
デ
ィ
ゲ
が
死
ん
で
以
来
、
コ
ク
ト
ー
を
頻
繁
に
訪
れ
る
天
使
ウ
ル
ト
ビ
ー
ズ
は
、
こ
の
最
晩

年
の
映
画
で
は
、
ど
こ
と
な
く
酸
い
も
甘
い
も
噛
み
分
け
て
、
余
裕
が
あ
る
。
登
場
の
と
き
こ
そ
、
『
オ
ル
フ
ェ
』
の
と
き
の
緊

迫
感
を
み
な
ぎ
ら
せ
て
は
い
る
が
、
詩
人
へ
の
尋
問
は
機
知
に
富
ん
で
、
ど
こ
か
優
し
い
。
こ
の
変
化
は
、
扮
す
る
マ
リ
ア
・
カ

ザ
レ
ス
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ペ
リ
エ
が
十
年
の
あ
い
だ
に
老
い
た
せ
い
だ
け
で
は
な
い
。
二
人
は
、
コ
ク
ト
ー
と
い
う
実
在
の
人
物

を
前
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
詩
人
に
話
し
か
け
る
。

死
神
で
あ
る
プ
リ
ン
セ
ス
（
カ
ザ
レ
ス
）
は
詩
人
（
コ
ク
ト
ー
）
を
非
難
す
る
。
汝
の
非
は
、
ひ
と
つ
は
、
「
無
知
で
あ
る
こ
と
」

も
う
ひ
と
つ
は
「
自
分
の
世
界
で
は
な
い
と
こ
ろ
へ
絶
え
ず
侵
入
し
た
こ
と
」
で
あ
る
と
言
う
。
ウ
ル
ト
ビ
ー
ズ
（
ペ
リ
エ
）
は

そ
れ
が
有
罪
か
無
罪
か
を
詩
人
自
身
（
コ
ク
ト
ー
）
に
問
い
か
け
る
。
ま
た
し
て
も
詩
人
の
被
造
物
が
詩
人
を
弾
劾
す
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
弾
劾
そ
の
も
の
は
、
ど
こ
か
優
し
い
。
そ
の
会
話
は
、
映
画
監
督
コ
ク
ト
ー
と
、
俳
優
、
カ
ザ
レ
ス
、
ペ
リ
エ
と
し
て

な
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
俳
優
の
カ
ザ
レ
ス
で
あ
り
、
ペ
リ
エ
で
あ
る
か
は
、
映
画
の
な
か
で
、
証

明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
ら
は
映
画
の
登
場
人
物
で
あ
る
の
か
、
実
在
の
人
物
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
言
及
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
、
ど
う
や
ら
実
在
の
、
世
間
に
知
ら
れ
た
名
だ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
ら
も
ま
た
、
セ
ジ
ェ

ス
ト
同
様
、
映
画
の
登
場
人
物
の
役
を
担
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
俳
優
で
あ
る
彼
ら
自
身
を
も
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
詩
人
を
演
じ
る
コ
ク
ト
ー
自
身
も
、
作
中
人
物
か
ら
非
難
さ
れ
、
論
評
さ
れ
、
弾
劾
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
け
っ
し
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は
表
現
で
き
な
い
も
の
、
つ
ま
り
彼
の
人
生
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
コ
ク
ト
ー
は
、
詩
人
を
演
じ
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
ら
が
オ
ル
フ
ェ
の
系
譜
に
い
る
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
作
者
で
あ
る
コ
ク
ト
ー
自
身
が
彼
の

過
去
の
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
と
対
話
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
演
じ
る
俳
優
た
ち
と
対
話
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

老
い
た
自
分
自
身
の
現
在
と
も
向
き
合
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
、
詩
人
像
に
対
す
る
新
た
な
見
解
を
提
示
し
よ
う

コ
ク
ト
ー
は
こ
の
映
画
に
お
い
て
、
自
分
の
生
き
た
証
を
題
材
と
し
な
が

と
す
る
七

0
歳
の
コ
ク
ト
ー
の
姿
が
見
え
る
。
要
す
る
に
、

コ
ク
ト
ー
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

て
人
為
的
に
い
じ
ら
れ
加
工
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
被
写
体
と
し
て
現
れ
る
。
あ
た
か
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
他
者
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
と
で
も
言
う
か
の
よ
う
に
し
て
。
コ
ク
ト
ー
自
身
も
、
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
と
い
う
作
品
の
詩
人
を
演
じ
る
と
同
時
に
、
彼

の
人
生
の
実
在
物
と
対
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
映
画
の
人
物
で
は
な
い
、
実
在
の
人
物
と
し
て
の
顔
を
見
せ
る
。
こ
の
映
画
の
冒
頭
で

コ
ク
ト
ー
自
身
の
声
に
よ
る
台
詞
「
自
ら
の
魂
を
裸
に
す
る
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
分
自

身
の
実
際
の
姿
を
露
わ
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
実
は
、
そ
の
実
在
の
人
物
と
し
て
の
顔
も
コ
ク
ト
ー
に
よ
っ
て
作
り
上

げ
ら
れ
た
虚
構
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
は
、
コ
ク
ト
ー
自
身
が
、
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
詩
人
を
演
じ
る
だ
け

で
な
く
、
あ
た
か
も
そ
の
背
後
に
実
在
の
コ
ク
ト
ー
が
隠
れ
て
い
る
と
観
客
に
思
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
生
ぎ
た
ひ
と
り
の
人

間
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
装
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。

距
離
を
置
い
て
み
る
と
、
こ
の
映
画
は
い
わ
ゆ
る
映
画
で
は
な
く
、
私
の
な
か
に
よ
く
理
解
も
せ
ず
に
抱
え
込
ん
で
い
る
も
の
を
客

観
視
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
ま
ま
出
す
唯
一
の
手
段
を
、
私
に
あ
た
え
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
書
く
と
い
う
思
考
媒
体
で

は
、
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
私
は
知
性
の
検
閲
下
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
映
画
が
巨
当
化
し
よ
う
と
す
る
現
象

は
、
作
品
を
物
語
る
か
わ
り
に
生
か
し
、
そ
の
う
え
見
え
ぬ
も
の
を
見
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ァ
ー
ブ
ル

『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
で
、
私
は
真
実
と
神
話
を
、
現
実
と
非
現
実
と
を
か
な
り
完
璧
に
混
ぜ
た
と
思
う
。
私
は
そ
の
な
か
で
て
ん

や
わ
ん
や
に
な
り
、
そ
の
結
び
目
を
解
く
こ
と
も
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
〔
吋
〕

■ 

）
の
映
画
に
お
い
て
、

コ
ク
ト
ー
は
、
現
実
と
非
現
実
を
混
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
で
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ら
、
詩
人
に
つ
い
て
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
暴
霞
し
な
が
ら
、
詩
人

と
は
何
か
に
つ
い
て
の
新
た
な
形
態
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

分
身
と
増
幅

こ
の
映
画
に
は
、
現
在
の
自
分
と
出
会
う
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
象
徴
的
な
シ
ー
ン
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
詩
人
が
自
分
の
分
身
に

出
会
う
場
面
で
あ
る
。
セ
ジ
ェ
ス
ト
に
連
れ
ら
れ
て
ヴ
ィ
ル
フ
ラ
ン
シ
ュ
の
町
を
さ
ま
よ
う
詩
人
は
、
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
教
会
の
そ
ば
を

通
り
す
ぎ
る
。
そ
の
直
後
、
同
じ
よ
う
に
町
を
さ
ま
よ
う
自
分
自
身
と
す
れ
違
う
。
詩
人
は
、
自
分
の
分
身
が
自
分
に
気
づ
か
な
い
ふ
り

を
し
て
い
る
と
こ
ぼ
す
。
彼
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
を
知
り
た
が
る
が
、
セ
ジ
ェ
ス
ト
は
そ
う
い
っ
た
質
問
を
す
る

の
は
悪
い
く
せ
だ
と
い
う
。
こ
の
シ
ー
ン
は
、
コ
ク
ト
ー
の
作
品
に
通
底
す
る
分
身
の
テ
ー
マ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
分
身
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
人
間
の
根
源
的
な
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
古
く
か
ら

人
間
は
分
身
と
と
も
に
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
分
身
が
生
み
出
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ス
ム
を
モ
ラ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

実
際
、

も
っ
と
も
著
し
い
主
観
化
と
も
っ
と
も
著
し
い
客
観
化
と
が
幻
覚
の
う
ち
で
出
会
う
の
は
、
完
全
な
外
化
と
極
限
ま
で
高

ま
っ
た
欲
求
と
が
、
中
間
的
に
交
錯
す
る
場
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
人
間
の
イ
マ
ー
ジ
ュ

11
幽
霊
が
、
分
身
が
存
在

す
る
の
だ
。
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
投
射
さ
れ
、
外
化
さ
れ
、
客
観
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
に
お
い
て
、
不
思
議
な
自
立
的
な
、

は
て
は
絶
対
的
な
現
実
性
を
あ
た
え
ら
れ
た
存
在
な
い
し
幽
霊
と
し
て
、
自
ら
を
顕
現
さ
せ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
絶
対
的
な
現
実
性

は
同
時
に
絶
対
的
な
非
現
実
性
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
個
人
の
す
べ
て
の
欲
求
が
こ
れ
以
上
途
方
も
な
い
も
の
は
な
い
よ
う
な
欲
求
、

つ
ま
り
不
死
性
が
実
現
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
分
身
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
上
に
集
ま
る
の
で
あ
る
。
〔
r]

自
ら
を
眺
め
る
こ
と
は
、
自
分
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
を
感
じ
る
と
い
う
意
味
で
は
主
観
的
な
行
為
で
あ
る
一
方
で
、
自
分
自
身



062 美学研究

谷百合子 映画『オルフェの遺言』のなかのコクトー

画
は
、
ま
さ
に
、

を
あ
た
か
も
他
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
距
離
を
持
っ
て
眺
め
る
客
観
的
な
行
為
で
も
あ
る
。
こ
の
主
観
化
と
客
観
化
の
交
わ
る
と
こ

ろ
に
、
分
身
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
分
身
が
立
ち
現
わ
れ
る
メ
カ
ニ
ス
ム
は
、
コ
ク

ト
ー
が
こ
の
映
画
で
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
通
じ
る
。
コ
ク
ト
ー
は
、
自
ら
自
分
の
生
を
見
つ
め
、
そ
れ
を
記
録
し
よ
う
と
し
て
い

る
点
で
は
、
主
観
的
な
作
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
コ
ク
ト
ー
を
見
つ
め
る
他
者
を
で
き
る
か
ぎ
り
映
画
の
な
か
に
集
結
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
分
自
身
を
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
も
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
主
観
化
と
客
観
化
の
交
わ
る
と
こ
ろ
に
立
ち
現
わ
れ
た
こ
の
映

モ
ラ
ン
は
、
人
間
は
太
古
か
ら
、
作
品
を
通
し
て
分
身
を
作
り
上
げ

モ
ラ
ン
の
述
べ
る
よ
う
な
分
身
の
世
界
で
あ
る
。

る
行
為
を
繰
り
返
し
行
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
な
の
で
あ
る
0

[
l
"
]
 

従
っ
て
、
こ
の
分
身
の
性
格
は
ど
ん
な
も
の
の
上
に
で
も
投
影
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
か

ら
い
え
ば
、
こ
の
性
質
は
自
然
状
態
に
お
い
て
外
化
さ
れ
た
心
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
幻
覚
）
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
映
像
や
物
質

に
支
え
ら
れ
た
形
を
も
つ
も
の
の
上
に
も
、
投
影
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
製
作
者
の
手
を
通
し
て
、
物
に
よ
り
表
現
さ
れ
た
イ
マ
ー

ジ
ュ
、
デ
ッ
サ
ン
、
彫
刻
、
絵
画
、
彫
像
な
ど
に
投
影
さ
れ
た
も
の
が
、
最
初
の
人
間
性
の
ひ
と
つ
の
表
示
な
の
で
あ
る
。
人
が
不

適
切
に
も
「
先
史
芸
術
」
と
よ
ん
で
い
る
も
の
が
、

モ
ラ
ン
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
コ
ク
ト
ー
が
こ
れ
ま
で
自
分
自
身
の
肖
像
画
を
何
枚
も
描
い
て
い
る
の
は
、
様
々
に
形
を
変
え
て
自
分
の

分
身
を
増
幅
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
だ
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
手
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
え
る
の

だ
が
、
コ
ク
ト
ー
は
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
映
画
と
い
う
媒
体
を
用
い
て
よ
り
写
実
的
な
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
く
。
芸
術
の
写
実
性

は
、
近
代
に
お
け
る
写
真
技
術
の
登
場
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
豊
か
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、
映
画
は
ま
さ
に
写
真
の
延
長
線
上
に

位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
モ
ラ
ン
は
、
写
真
や
映
画
に
は
、
現
実
を
写
し
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
生
み
出
す
カ

が
あ
り
、
そ
れ
に
は
わ
れ
わ
れ
が
美
と
い
う
言
菓
で
形
容
す
る
特
別
な
性
質
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
モ
ラ
ン
に
倣
っ
て
、
映
画
を
、
写

真
に
動
き
の
感
覚
が
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
新
し
い
写
実
的
芸
術
は
よ
り
現
実
感
を
与
え
る
独
自
の
世
界
を
構
成
す
る
。

■ 
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■ 

過
去
に
生
き
生
き
と
し
た
現
実
感
を
も
た
せ
る
、
あ
る
い
は
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ス
リ
オ
の
表
現
し
た
よ
う
な
過
去
を
と
り
も
ど
さ
せ

る
、
映
画
の
映
像
に
と
も
な
っ
て
い
る
性
質
が
、
他
の
ど
ん
な
芸
術
に
お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

過
去
は
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
ど
こ
か
他
の
場
所
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
思
想
は
、
私
た
ち
が
す
で
に
み
て

き
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
思
い
出
に
お
い
て
、
萌
芽
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
現
在
か
ら
逃
れ
去
っ
て
い
っ
た
過
去
が
と
ど
ま
っ
て

い
る
の
は
、
分
身
（
影
）
と
死
者
た
ち
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
〔
吋
〗

わ
れ
わ
れ
は
過
去
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
に
思
わ
れ
た
過
去
の
断
片
が
、
映
画
の
な
か

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
分
身
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
コ
ク
ト
ー
は

『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
に
お
い
て
、
自
ら
の
過
去
を
画
面
の
な
か
に
凝
集
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
分
身
を
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て

増
幅
さ
せ
、
自
分
自
身
の
詩
人
と
し
て
の
生
を
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
映
画
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る

表
現
方
法
を
駆
使
し
て
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
虚
構
を
う
み
だ
す
技
法
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
と
い
う
人
物
を
再

構
成
し
、
そ
の
分
身
の
世
界
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
遺
言
」
と
い
う
言
菓
は
、
自
ら
の
死
を
意
識
し
て
い
る
コ
ク
ト
ー
が
、
自
分
の
遺
産
（
作
品
と
芸
術

観
）
を
後
世
に
残
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
コ
ク
ト
ー
は
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
が
完
成
し
た
三
年
後
に
こ
の
世
を

去
る
が
、
こ
の
映
画
は
ま
さ
に
、
コ
ク
ト
ー
と
い
う
芸
術
家
の
生
の
記
録
と
い
う
意
味
で
、
後
世
の
若
い
詩
人
た
ち
へ
の
遺
産
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
、
コ
ク
ト
ー
が
自
分
の
人
生
に
お
け
る
真
実
を
語
り
な
が
ら
、
自
伝

(autobiographie)

を
作
ろ
う
と

し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
・
ト
ゥ
ゾ
は
、
コ
ク
ト
ー
が
、
彼
自
身
に
ま
つ
わ
る
好
ま
し
く
な
い
伝
説
に
対
し
て
、

「
自
己
神
話

(
a
u
t
o
m
y
t
h
o
g
r
a
p
h
i
e
)
」
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
自
己
神
話
」
と
い

自
己
神
話
の
創
造
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う
言
葉
は
、
自
ら
の
人
生
を
単
に
物
語
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
理
想
と
す
る
詩
人
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
嘘

を
重
ね
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
「
自
己
神
話
」
を
創
造
す
る
こ
と
と
は
、
自
分
が
い
か
な
る
人
間
な
の
か
を
語
り
、
そ
れ
が

あ
た
か
も
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
な
が
ら
、
自
ら
の
理
想
の
詩
人
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ト
ゥ
ゾ
は
、

の
こ
の
神
話
化
を
「
取
る
に
足
ら
な
い
コ
ー
ト
に
、
輝
か
し
い
裏
地
を
縫
い
付
け
る
」
作
業
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
有
名
な
男
が
纏
わ
せ
ら
れ
て
い
た
伝
説
の
布
地
に
、
ひ
と
つ
の
複
製
を
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
芸
術
家

は
、
彼
が
肩
に
羽
織
ら
さ
れ
て
い
た
、
取
る
に
足
ら
な
い
コ
ー
ト
に
、
輝
か
し
い
裏
地
を
縫
い
付
け
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
、
明
白
な
造
語
を
使
っ
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
方
法
が
特
異
で
あ
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
自
己
神

家
山
也
寿
生
は
、
ト
ゥ
ゾ
の
こ
の
考
え
に
対
し
、
ト
ゥ
ゾ
が
「
自
己
神
話
」
と
い
う
造
語
を
用
い
る
の
は
、
「
そ
う
し
た
虚
実
入
り
混

じ
っ
た
物
語
を
提
示
す
る
た
め
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
や
、
そ
れ
以
上
に
、
伝
記
的
事
実
と
の
食
い
違
い
を
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ
る
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
[
門
」
と
批
評
し
て
い
る
o

加
え
て
家
山
は
ヽ
こ
の
ト
ウ
ゾ
の
試
み
が
ヽ
コ
ク
ト

l
の
自
己
神
話
の
虚
構
性
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
は
意
義
が
あ
る
が
、
コ
ク
ト
ー
の
諸
作
品
に
お
け
る
神
話
の
形
態
を
捉
え
る
た
め
に
は
「
伝
記
研
究
の
見

地
か
ら
事
の
真
偽
を
云
々
す
る
」
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
神
話
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

確
か
に
家
山
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ク
ト
ー
の
人
生
に
お
け
る
事
実
と
、
彼
が
生
涯
を
通
じ
て
作
り
上
げ
た
自
己
神
話
の
間
に
刷
輛

が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
コ
ク
ト
ー
と
い
う
人
物
の
研
究
に
お
い
て
は
貴
重
な
発
見
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
の
作
品

の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
に
は
役
立
た
な
い
。

本
人
に
よ
っ
て
も
脚
色
さ
れ
て
い
る
作
家
の
生
涯
を
、

た
と
え
言
葉
の
二
重
の
意
味
で
；
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ク
に
で
は
あ
っ
て
も
、
そ

し
て
物
語
化
の
罠
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
な
が
ら
語
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
別
の
物
語
化
の
罠
に
足
を
取
ら
れ
る
危
う
さ

が
あ
る
。
ほ
ん
と
う
に
そ
の
罠
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
作
家
を
主
人
公
に
し
て
か
れ
の
生
涯
と
作
品
を
語
る
こ
と
は

話
と
呼
ぶ
。
団
〔
訳
は
引
用
者
に
よ
る
〕

■ 

コ
ク
ト
ー
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■ 

放
榔
し
、
完
全
な
虚
構
世
界
で
あ
る
諸
作
品
の
ほ
う
を
中
心
に
語
る
べ
き
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
掲
げ
る
べ
き
造
語
も
、
実
体
と
し

て
、
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
コ
ク
ト
ー
の
「
自
神
話
伝
a
u
t
o
m
y
t
h
o
g
r
a
p
h
i
e
」
な
ど
で
は
な
く
、
「
自
己
神
話
作
者

a
u
t
o
m
y
t
h
o
g
r
a
p
h
e
」
と
し
て
の
コ
ク
ト
ー
の
ほ
う
で
あ
る
。
邑

こ
の
指
摘
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、

コ
ク
ト
ー
の
作
り
上
げ
た
作
品
が
真
実
で
あ
れ
作
り
話
で
あ
れ
、
彼
が
そ
う
し
た
「
自
己
神
話

a
u
t
o
m
y
t
h
o
g
r
a
p
h
i
e
 
(
家
山
に
倣
え
ば
、
「
自
神
話
伝
」
）
」
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
作
者
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

家
山
は
、
作
家
は
回
想
録
を
書
け
た
と
し
て
も
、
正
伝
を
書
く
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
り
、
「
自
伝
作
家

(autobiographe)
」
な
る
言
菓
は

存
在
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
「
神
話
的
な
レ
フ
ェ
ラ
ン
ス
を
横
糸
に
し
て
み
ず
か
ら
の
生
を
脚
色
し
、

ひ
と
つ
の
物
語
を
織
り
成
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
[
…
]
語
り
手
は
存
在
し
え
る
[
”
]
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
家
山
は
、
「
語
り
手
」

1
1

作
者
コ
ク
ト
ー
だ
と
み
な
し
、
話
を
進
め
て
い
る
が
、
実
際
、
そ
の
神
話
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
作
者
コ
ク
ト
ー
で
は
な
い
。
そ
れ
が

た
と
え
一
人
称
で
「
私
」
と
述
べ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
作
者
と
は
異
な
る
、
物
語
の
語
り
手
で
し
か
な
い
。
語
り
手
が
人
物
で
な

い
可
能
性
も
あ
る
。
映
両
に
お
け
る
語
り
手
が
何
を
指
す
の
か
を
特
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
作
者
と
同
一
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
は
こ
れ
ま
で
の
理
論
家
た
ち
が
認
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
家
山
は
、
語
り
手
を
作
者
で
あ
る
コ
ク
ト
ー
だ
と

し
て
い
る
点
で
、
語
ら
れ
た
こ
と
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
ト
ゥ
ゾ
の
議
論
を
十
分
に
批
判
し
き
れ
て
い
な
い
。
「
自
己
神
話
作

者
」
と
し
て
の
コ
ク
ト
ー
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
物
語
が
た
と
え
真
で
あ
ろ
う
と
偽
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
し
た
物
語
の
語
り
手
を
設

定
し
、
神
話
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
作
者
コ
ク
ト
ー
の
創
作
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
に
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
の

語
り
手
は
、
こ
の
映
画
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
観
客
に
示
唆
す
る
。
そ
の
よ
う
な
語
り
手
を
措
定
し
、
自
ら
の
作
品
を
用
い

て
、
あ
た
か
も
自
伝
を
構
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
装
い
な
が
ら
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
語
り
手
が
そ
の
物
語
が
嘘
で
あ
る
こ
と
を
明
言

す
る
よ
う
に
命
令
し
て
い
る
作
者
こ
そ
が
コ
ク
ト
ー
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
語
り
手
が
語
ろ
う
と
す
る
こ
の
物
語
に
つ
い
て
家
山
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
続
け
て
い
る
。

ー
し
か
も
、

そ
の
物
語
は
生
存
中
に
書
き
上
げ
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。

オ
ー
ト
ミ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
情
報
を
発
信
し
続
け
る
だ
け
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*3 *2 *1 

ヴ
ィ
ル
フ
ラ
ン
シ
ュ
の
チ
ャ
ペ
ル
に
つ
い
て
の
映
画
の
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
と
き
、
三
つ
の
案
が
紹
介
さ
れ
る
。
一
っ
目
が
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
監
督
に
よ
る
フ
ィ
ル
ム
・

ノ
ワ
ー
ル
、
二
つ
目
が
パ
テ
配
給
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ゥ
ミ
監
督
版
、
そ
し
て
三
つ
目
が
若
干
二
六
歳
の
若
さ
の
エ
チ
ェ
ン
ヌ
・
ペ
リ
エ
監
督
版
で
あ
る
。
コ
ク
ト
ー
は
最

後
の
版
を
最
も
気
に
入
り
、
そ
れ
を
も
と
に
三

0
年
前
の
『
詩
人
の
血
』
に
似
て
い
る
一
九
五
八
年
版
の
映
画
を
作
ろ
う
と
思
い
立
っ
た
と
い
う
。

(
F
r
a
n
c
i
s

RAMIREN) 

Christian R
O
L
O
T
,
 L
e
 C
i
n
e
m
a
 et s
o
n
 m
o
n
d
e
,
 N
o
n
 lieu, 2
0
0
9
,
 1
2
5
)
 

^
^
D
a
n
s
 u
n
e
 lettre d
e
 la societe P
r
o
m
o
f
i
l
m
 a
d
r
e
s
s
e
e
 a
 Co
c
t
e
a
u
 e
n
 d
a
t
e
 d
u
 5
 d
e
c
e
m
b
r
e
 1
9
5
7
,
 I'ceuvre est decrite e
n
 trois parties: !es d
e
u
x
 p
r
e
m
i
e
r
e
s
 s
o
n
t
 

celles q
u
e
 n
o
u
s
 c
o
n
n
a
i
s
s
o
n
s
;
 seule la troisieme differe d
e
 c
e
 q
u
e
 C

o
c
t
e
a
u
 decrit d
a
n
s
 s
o
n
 journal. Elle porterait e
n
 effet n
o
n
 s
u
r
 !es m
a
s
q
u
e
s
 m

a
i
s
 s
u
r
 ses 

films et s
u
r
 s
o
n
^

＾exp
r
e
s
s
i
o
n
 cinetnatographiquev>v,. (Ibid, 1
2
6
)
 

撮
影
は
一
九
五
九
年
九
月
七
日
＼
一

0
月
ニ
―
日
に
行
わ
れ
、
一
九
六

0
年
二
月
一

0
日
に
一
般
公
開
さ
れ
た
。
(
I
苓
食
1
4
7
,
1
5
3
)

一
九
五
八
年
一
月
に
、
コ
ク
ト
ー
は
エ
チ
ェ
ン
ヌ
・
ペ
リ
エ
と
と
も
に
、
こ
の
映
画
の
中
心
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
構
想
を
練
る
。
＾
＾
1
2
ー

3

ミ
nuier入
C
o
c
t
e
a
u
et le j
e
u
n
e
 

E
t
i
e
n
n
e
 P
e
r
i
e
r
 m
e
t
t
e
n
t
 le projet d
e
 film triptyque e
n
 r
o
u
t
e
 et o
n
t
 e
n
s
e
m
b
l
e
 d
e
 l
o
n
g
u
e
s
 s
e
a
n
c
e
s
 d
e
 conversations. P
e
r
i
e
r
 h
a
b
i
t
e
 !'hotel W
e
l
c
o
m
e
.
 C
o
c
t
e
a
u
,
 

註 で
か
ま
わ
な
い
（
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
利
用
と
加
工
は
他
者
の
作
業
と
な
る
か
ら
で
あ
る
)
[
屯

]
1

こ
の
引
用
に
お
い
て
璽
要
な
指
摘
は
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
物
語
が
、
未
来
に
他
の
詩
人
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
加
工
さ
れ
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
コ
ク
ト
ー
が
こ
の
最
晩
年
の
映
画
の
制
作
を
通
し
て
、
自
ら
が
「
自
己
神
話
作
者
」
に
な
ろ
う
と
つ
と
め
て
い
る
の
は

確
か
で
あ
る
が
、
コ
ク
ト
ー
の
「
自
己
神
話
」
は
、
後
世
の
若
い
詩
人
た
ち
に
発
見
さ
れ
、
加
工
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
神

話
と
し
て
完
成
す
る
の
だ
と
い
え
る
。
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
言
』
は
、
コ
ク
ト
ー
を
含
む
登
場
人
物
た
ち
が
二
重
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
語
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
新
た
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
構
築
す
る
映

画
で
あ
る
。
コ
ク
ト
ー
は
、
こ
の
映
画
を
通
し
て
自
ら
の
分
身
を
創
造
し
、
そ
れ
が
未
来
の
若
い
詩
人
た
ち
へ
の
芸
術
的
遺
産
と
な
り
、

さ
ら
に
自
己
神
話
と
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。

■ 

谷
百
合
子
（
た
に
・
ゆ
り
こ
）

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
映
画
論
。

a+a 10 067 
遇去との出会い

*14 *13 *12 *11 *10 *9 *8 *7 *6 *5 *4 

■ 

m
s
p
i
r
e
 p
a
r
 cette n

o
u
v
e
l
l
e
 b
e
s
o
g
n
e
,
 a
 de
j
a
^

＾tro1s O
U
 q
u
a
t
r
e
 ideesv> p
o
u
r
 la p
a
r
u
e
 centrale. A

u
 c
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
,
 p
o
u
r
r
a
i
t
 av01r h
e
u
 u
n
e
^

＾ren
c
o
n
t
r
e
 d
e
 

l
"
h
o
m
m
e
 et d
u
 chevalv>v>
．
そ
の
後
、
第
一
と
第
一
一
の
部
分
が
取
り
や
め
に
な
り
、
『
オ
ル
フ
ェ
の
遺
―
―
-
E

』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
登
場
す
る
。
＾
＾
8

ミ
m0ier」
R
呂
e
x
i
o
n
sur 

la c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 d
u
 

M
e
n
t
o
n
.
 C'est ensuite le t
o
u
r
 d
e
s
 s
e
q
u
e
n
c
e
s
 d
a
n
s
 la chapelle d
e
 Villefranche, q
u
e
 !es p
e
c
h
e
u
r
s
 n
e
 souhaitaient p
a
s
 f

e
r
m
e
r
 a
u
 p
u
b
l
i
c
 p
o
u
r
 le t
o
u
r
n
a
g
e
.
 N
e
 

subsisteront d
a
n
s
 le futur film q
u
'
u
n
 p
l
a
n
 o
u
 d
e
u
x
 d
e
 la fa~ade. 

C
e
s
 decisions s
e
m
b
l
e
n
t
 prises d
e
s
 le 4
 janvier p
a
r
 C

o
c
t
e
a
u
 q
u
i
 ecrit a
 Mi
l
o
r
a
d
 :
 <^Il
n
'
y
 

a
u
r
a
 q
u
e
 L

e
 T
e
s
t
a
m
e
n
t
 d
'
O
r
p
h
e
e
 q
u
e
 j'allonge.v>v, 
(Ibid, 1
2
9
)
 

た
と
え
ば
、
邸
宅
の
入
り
口
に
は
、
コ
ク
ト
ー
作
の
モ
ザ
イ
ク
装
飾
が
配
さ
れ
て
い
る
し
、
す
べ
て
の
部
屋
の
壁
に
は
、
コ
ク
ト
ー
の
描
い
た
線
描
画
が
あ
る
。
そ
の
詳

細
は
、
五
一
年
の
短
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
サ
ン
ト
・
ソ
ス
ピ
ー
ル
荘
』
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

破
ら
れ
た
写
真
か
ら
生
身
の
セ
ジ
ェ
ス
ト
が
登
場
す
る
様
は
、
コ
ク
ト
ー
の
作
品
の
な
か
で
常
に
主
題
と
な
っ
て
き
た
「
死
か
ら
の
再
生
」
の
テ
ー
マ
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
た
と
え
ば
、
『
詩
人
の
血
』
で
詩
人
が
液
化
し
た
鏡
の
な
か
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
シ
ー
ン
は
、
海
の
な
か
か
ら
飛
び
上
が
っ
て
現
れ
る
セ
ジ
ェ
ス
ト
の
姿
と
重
な
る
。

ま
た
、
「
美
女
と
野
獣
』
で
死
に
か
け
た
野
獣
が
ベ
ル
の
愛
の
告
白
に
よ
っ
て
王
子
と
な
っ
て
生
き
返
る
シ
ー
ン
や
、
「
オ
ル
フ
ェ
』
で
死
者
が
起
き
上
が
る
シ
ー
ン
も
、
自

然
の
摂
理
に
反
し
て
地
面
か
ら
人
物
が
起
き
上
が
る
様
子
を
逆
回
し
の
ト
リ
ッ
ク
撮
影
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
コ
ク
ト
ー
が
一
貫
し
て
「
死
か
ら
の
再
生
」
を

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
映
像
化
し
よ
う
と
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
『
映
画
に
つ
い
て
』
梁
木
靖
弘
訳
（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
八
一
年
）
一
八
七
頁
0

J
e
a
n
 C
O
C
T
E
A
U
,
 D
u
 cinematographe, P
i
e
r
r
e
 B
e
l
f
o
n
d
,
 

1
9
7
3
 (
p
o
s
t
h
u
m
e
)
 et 1
9
8
8
,
 E

d
.
 d
u
 R
o
c
h
e
r
 (la n
o
u
v
e
l
l
e
 edition r
e
v
u
e
 et a
u
g
m
e
n
t
e
e
)
,
 2
0
0
3
,
 2
2
9
.
 

エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
「
映
画
こ
想
像
の
な
か
の
人
間
』
杉
山
光
信
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
）
二
五
ー
ニ
六
頁
。

E
d
g
a
r
M
O
R
I
N
,
 L
e
 C
i
n
e
m
a
 o
u
 l
'
h
o
m
m
e
 ima' 

ginaire: essai d'anthropologie s
o
g
l
o
g
i
q
ぎ
E
d
.
d
e
 M
i
n
u
i
t
,
 1
9
5
6
,
 3
3
.
 

同
訳
書
、
二
八
頁
。

I

翌笠
3
5
.

同
訳
書
、
六
九
頁
。
I

ぎ笠
67・

J
e
a
n
 T
O
U
Z
O
T
,
 Je
a
n
 Cocteau. L
e
 p
o
定
さ
e
s
d
oミ
bles(Bartillat,
2
0
0
0
)
 1
7
2
.
 
(
家
山
也
寿
生
「
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
に
お
け
る
神
話
の
変
容
』
二
四
二
頁
の
訳
を
参
照

し
た
。
）

家
山
也
寿
生
、
博
士
論
文
『
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
に
お
け
る
神
話
の
変
容
』
（
早
稲
田
大
学
、
二

0
0
八
年
）
二
四
二
頁
。

同
書
、
二
四
三
頁
。

同
書
、
二
四
三
頁
。

同
書
、
二
四
三
頁
。




