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は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
タ
イ
の
映
像
作
家
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
・
ウ
ィ
ー
ラ
セ
タ

ク
ン
（A

pichatpong W
eerasethakul, 1970-

）
の
映
画
作
品
と
ヴ
ィ
デ
オ
・

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
関
係
性
に
着
目
し
、
と
り
わ
け
彼
の
用
い
る
投

影
像
〔projected im

age

〕
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
は

『
ブ
ン
ミ
お
じ
さ
ん
の
森
』（
二
〇
一
〇
年
）
の
国
際
映
画
祭
で
の
成
功
に
よ
っ

て
映
画
監
督
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
作
品
制
作
も
盛
ん

に
お
こ
な
う
現
代
美
術
作
家
と
し
て
も
認
知
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
彼
の
両

側
面
は
、緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
映
画
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
ヴ
ィ
デ
オ
・

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
自
体
が
映
画
制
作
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

う
し
た
成
果
は
映
画
館
や
美
術
館
で
の
上
映
・
展
示
や
、彼
の
言
う
「
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」＝
作
品
群
と
し
て
結
実
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
の
映
画
と
ヴ
ィ

デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
制
作
・
上
映
・
展
示
の
ど
の
次
元
に
お
い

て
も
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
性
を
さ
ら
に
考
え
る
う
え
で
、
投

影
と
い
う
問
題
は
中
心
的
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
が
東
北
タ
イ
の
ナ
ブ
ア
村
で
展
開
し
た
「
プ 

リ
ミ
テ
ィ
ブ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
︵
1
︶
の
一
作
品
で
あ
る
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》

（
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
を
中
心
に

取
り
上
げ
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
作
品
群
は
い
ず
れ
も
、
一
九
六
〇
年
代
に

起
こ
っ
た
共
産
党
員
と
タ
イ
国
軍
と
の
政
治
的
衝
突
の
場
と
な
っ
た
ナ
ブ
ア
村

を
舞
台
と
し
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
、
惨
殺
、
レ
イ
プ
、
銃
撃
戦
の
歴
史
が
揉

み
消
さ
れ
た
ナ
ブ
ア
村
と
い
う
「
場
」︵
2
︶
の
集
団
的
記
憶
が
描
き
だ
さ
れ
、

タ
イ
の
現
状
に
た
い
す
る
彼
の
批
判
的
立
場
が
顕
著
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︵
3
︶。
な
か
で
も
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
は
、
し
だ
い
に
前
景
化
さ
れ
る
投

影
像
を
通
じ
て
、
ナ
ブ
ア
村
と
い
う
「
場
」
と
観
者
と
を
展
示
空
間
に
お
い
て

関
係
づ
け
て
い
る
。

　
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
投
影
像
は
、「
場
」

に
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
展
示
空
間
で
投
影
像
と
ス
ク
リ
ー
ン
が
あ

る
作
用
を
及
ぼ
し
あ
う
こ
と
で
、
展
示
空
間
が
別
の
時
空
間
へ
と
変
容
す
る
の

で
あ
る
。ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
は
、透
過
ガ
ラ
ス
へ
投
影
す
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
《
花
火
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
）》（
二
〇
一
四
年
）、
大
規
模
な
上
映
パ
フ
ォ
ー

反
転
す
る「
場
」か
ら
観
者
の
亡
霊
化
へ

─
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》を
め
ぐ
っ
て

─

中
村
　
紀
彦
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マ
ン
ス
《
フ
ィ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ム
》（
二
〇
一
五
年
）
な
ど
、
複
雑
な
組
み
立

て
を
持
つ
投
影
像
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
場
」
の
揺
ら
ぎ
へ
と
観
者
を
巻
き
込
ん

で
き
た
。《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
は
、
単
一
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
よ
る
ス
ク
リ
ー

ン
へ
の
投
影
で
は
あ
る
が
、
効
果
的
に
「
場
」
の
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

展
示
空
間
と
い
う
固
定
さ
れ
た
場
所
が
、
投
影
像
を
介
し
て
特
定
の
「
場
」
と

仮
想
的
に
結
び
つ
き
、
両
者
の
位
置
関
係
が
揺
ら
ぐ
の
で
あ
る
。
筆
者
が
注
目

す
る
の
は
、
こ
う
し
た
受
容
に
お
け
る
投
影
像
・
ス
ク
リ
ー
ン
・
観
者
の
緊
張

関
係
で
あ
る
︵
4
︶。
本
作
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
彼
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
中
核
に
あ
た
り
、
観
者
を
巻
き
込
ん
で
い
く
焦
点
で
も
あ
る
投
影
像
実
践
の

本
質
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
は
以
下
の
手
順
で
進
め
て
い
く
。
ま
ず
、イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー

ト
の
概
念
を
と
く
に
観
者
の
あ
り
か
た
か
ら
確
認
し
、
こ
れ
と
区
別
さ
れ
る 

「
映
画
的
」
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
す
る
。

つ
ぎ
に
、《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
を
光
源
・
投
影
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
三
つ
の
要
素

か
ら
分
析
し
、
展
示
空
間
と
ナ
ブ
ア
村
と
い
う
ふ
た
つ
の
「
場
」
が
投
影
像
を

通
じ
て
い
か
に
反
転
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
反
転
す
る

「
場
」
が
観
者
を
巻
き
込
む
こ
と
で
、「
場
」
の
み
な
ら
ず
観
者
の
あ
り
か
た
さ

え
も
不
安
定
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
示
す
。
さ
い
ご
に
、
現
象
学
的
で
も
没
入

的
で
も
な
い
身
体
へ
の
観
者
の
変
容
、
つ
ま
り
、
観
者
の
亡
霊
化
が
い
か
に
本

作
で
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。

1
．
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
と

　
　「
映
画
的
」
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

本
節
は
、《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
の
投
影
像
・
ス
ク
リ
ー
ン
・
観
者
と
い
う
三

要
素
の
関
係
性
を
考
え
る
た
め
に
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
と
は
何

か
を
出
発
点
と
し
た
い
。
美
術
批
評
家
ク
レ
ア
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
、
こ
の
概
念

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
」
と
は
、
観
者
が
身
体
的
に
作
品
へ

と
入
り
こ
ん
で
い
く
よ
う
な
ア
ー
ト
、
あ
る
い
は
、「
演
劇
的
」「
没
入
的
」

「
経
験
的
」
と
記
述
さ
れ
る
ア
ー
ト
を
漠
然
と
指
し
示
す
用
語
で
あ
る
。

〔
中
略
〕
そ
れ
ゆ
え
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
が
伝
統
的
な
諸
メ

デ
ィ
ウ
ム
（
彫
刻
、
絵
画
、
写
真
、
ヴ
ィ
デ
オ
）
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、

作
品
が
空
間
内
で
字
義
通
り
の
存
在
と
し
て
の
観
者
に
直
接
呼
び
か
け
て

く
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
が
想
定
す
る

観
者
と
は
、
離
れ
た
地
点
か
ら
作
品
を
眺
め
る
脱
身
体
化
さ
れ
た
一
対
の

眼
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
視
覚
と
同
様
に
高
め
ら
れ
た
触
覚
、
嗅
覚
、

聴
覚
を
も
つ
「
身
体
化
」
さ
れ
た
観
者
な
の
で
あ
る
。
観
者
の
直
接
的
な

現
前
を
要
請
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト

の
鍵
と
な
る
特
徴
だ
と
言
え
る
︵
5
︶。

ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
、
身
体
化
さ
れ
た
観
者
の
存
在
と
そ
の
関
与
を
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
の
前
提
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
女
は
、
観
者
と
作
品
の
こ

う
し
た
関
わ
り
を
、
主
体
の
「
活
性
化
」
と
「
脱
中
心
化
」
と
い
う
ふ
た
つ
の

極
か
ら
捉
え
る
。
一
方
で
主
体
の
「
活
性
化
」
と
は
、
観
者
が
作
品
を
経
験
す

る
た
め
に
そ
の
周
囲
を
動
き
回
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
ら
の
現
前
性
を
強
く

意
識
す
る
よ
う
に
な
る
作
用
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
受
容
に
お
い
て

観
者
の
身
体
の
中
心
化
を
要
請
し
、「
い
ま
こ
こ
に
い
る
」
と
い
う
た
し
か
ら

し
さ
の
感
覚
を
生
み
だ
す
と
い
う
。
他
方
で
主
体
の
「
脱
中
心
化
」
と
は
、
観
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者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
作
品
を
前
に
し
て
撹
乱
さ
れ
、
脱
臼
さ
れ
、
断

片
化
さ
れ
る
状
態
の
こ
と
を
さ
す
。
そ
れ
は
観
者
の
「
方
向
感
覚
の
喪
失
」、

つ
ま
り
、
観
者
が
自
身
の
時
空
間
的
な
位
置
、
そ
し
て
社
会
的
、
政
治
的
位
置

を
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
感
覚
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
は
、
主
体
の
「
活
性
化
」
と
「
脱
中
心
化
」
と
い

う
両
義
的
な
あ
り
か
た
を
促
す
と
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
考
え
る
の
で
あ
る
︵
6
︶。

　

た
だ
し
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
、
こ
う
し
た
両
義
的
な
あ
り
か
た
が
抱
え
る
矛
盾
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
に
お
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
脱
中
心
化

は
、
中
心
化
さ
れ
た
主
体
と
い
う
立
場
か
ら
経
験
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、

理
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
の
構
造
や 

「
や
り
口
」
の
す
べ
て
は
、
観
者
の
直
接
的
な
現
前
を
つ
ね
に
安
定
し
た

基
礎
と
し
て
い
る
。
私
た
ち
と
ア
ー
ト
と
の
出
会
い
が
ど
れ
だ
け
散
逸
し
、

断
片
化
し
て
い
て
も
、（
統
一
さ
れ
た
実
在
と
し
て
の
）
主
体
を
最
終
的

に
は
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
︵
7
︶。

主
体
が
断
片
化
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
経
験
の
土
台
に
あ
る
の

は
「
活
性
化
」、
つ
ま
り
中
心
化
さ
れ
た
主
体
＝
観
者
な
の
で
あ
る
。
こ
の
主

体
の
矛
盾
し
た
状
態
が
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
に
お
け
る
観
者
の

緊
張
を
生
む
。
し
か
し
、ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
観
者
の
「
活
性
化
」
と
「
脱
中
心
化
」

の
緊
張
関
係
を
指
摘
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
最
終
的
に
は
「
文
字
通
り
の
観
者

の
没
入
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
還
元
し
、
結
果
的
に
観
者
の
「
活
性
化
」、
つ
ま

り
現
象
学
的
身
体
に
価
値
を
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
現
象
学
的
身
体

と
は
、
作
品
に
「
没
入
す
る
」
観
者
の
身
体
、
す
な
わ
ち
作
品
空
間
に
身
体
が

イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
、
生
き
生
き
と
し
た
没
入
経
験
を
得
る
身
体
の
こ
と
を
さ

し
て
い
る
︵
8
︶。

　

だ
が
、《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
を
受
容
す
る
観
者
は
、
最
終
的
に
現
象
学
的
身

体
へ
還
元
さ
れ
る
の
を
拒
む
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
本
作
が
没
入
的
な
経
験

を
観
者
に
与
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
経
験
を
か
き
乱
す
要
素
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
本
作
は
、
観
者
を
つ
ね
に
「
活
性
化
」
と
「
脱
中
心
化
」
の

両
義
性
に
巻
き
込
み
な
が
ら
も
、
後
者
に
力
点
を
置
く
。
こ
の
点
こ
そ
が
ビ

シ
ョ
ッ
プ
の
言
う
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
の
あ
り
か
た
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
本
作
に
お
け
る
投
影
像
と
ス
ク
リ
ー
ン
の
独
特
な
関
係
に

よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
さ
ら
に
検
討
す
る
に
は
、

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
と
は
区
別
さ
れ
る
「
映
画
的
」
ヴ
ィ
デ
オ
・

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
枠
組
み
か
ら
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
論
者
キ
ム
・
ジ
フ
ン
が
提
起
し
た
枠
組
み
で
あ
る
「
映
画
的
︵
9
︶」

ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
比
較
的
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン
を
使

用
し
、
映
画
で
普
及
し
た
技
術
的
で
美
学
的
な
構
成
要
素
を
巧
み
に
操
作
す
る

ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
す
。
こ
れ
は
映
画
館
の
鑑
賞
環
境
を

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
再
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
動
画
像
の
ル
ー
プ
機
能
と
い
っ
た
時

間
的
特
徴
、
投
影
装
置
の
露
出
や
マ
ル
チ
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
よ
う
な
空
間
的
特

徴
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
鑑
賞
経
験
は
、
一
般
的
な
映
画
館
で
の
受
動

的
な
経
験
と
異
な
り
、
能
動
的
な
経
験
が
要
請
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
広
義

の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
の
経
験
と
も
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ

こ
で
は
展
示
空
間
で
の
移
動
、
作
品
の
上
映
時
間
に
縛
ら
れ
な
い
断
片
的
な
視

聴
、
触
覚
や
嗅
覚
な
ど
の
諸
感
覚
を
用
い
る
よ
う
な
観
者
の
能
動
的
な
経
験
が

要
請
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
観
者
の
受
動
的
な
経
験
も
促
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
な
お
か
つ
、
観
者
の
関
与
が
重
要
と
さ
れ
る
現
象
学
的
な
ヴ
ィ
デ
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オ
・
ア
ー
ト
︵
10
︶
と
は
異
な
り
、「
映
画
的
」
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
は
、
現
在
的
時
間
の
持
続
的
な
鑑
賞
状
況
を
生
み
だ
す
だ
け
が
狙
い
で
は
な

い
。
そ
こ
で
は
映
像
編
集
や
音
声
の
映
画
的
諸
技
術
を
介
し
て
過
去
の
時
間
が

ス
ク
リ
ー
ン
へ
投
影
さ
れ
て
い
る
た
め
、
観
者
の
現
在
的
な
時
間
と
過
去
と
の

結
合
が
狙
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
観
者
の
記
憶
の
作
用
が
ま

ず
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
上
映
が
経
過
す
る
あ
い
だ
に
、
観
者
の
記

憶
が
そ
の
つ
ど
事
後
的
に
要
請
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
典
型
と
し

て
キ
ム
が
差
し
だ
す
の
が
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
「
映
画
的
」
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
な
の
で
あ
る
︵
11
︶。

　

し
か
し
、
キ
ム
・
ジ
フ
ン
の
こ
う
し
た
論
点
は
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
で
は
な
く
、
む
し
ろ
長
編
映
画
作
品
を
素
材
に
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
キ
ム
は
、
ヴ
ィ
デ
オ
の
も
つ
ル
ー
プ
機
能
や
イ
メ
ー

ジ
の
同
時
的
伝
達
、
そ
し
て
観
者
の
「
い
ま
こ
こ
」
と
密
接
に
結
び
つ
く
よ
う

な
ヴ
ィ
デ
オ
の
時
間
的
持
続
を
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
が
自
身
の
長
編
映
画
作
品

へ
と
拡
張
さ
せ
て
い
く
点
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
︵
12
︶。
キ
ム
が
見
出
し
た
の

は
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
映
画
へ
の
一
方
向
的
な
影
響
関
係
で
あ
り
、
彼

の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
特
質
で
は
な
い
。
キ
ム
の
議
論
の
前
提
に
は
、

長
編
映
画
作
品
の
二
次
的
な
も
の
と
し
て
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
と
い

う
位
置
づ
け
が
強
固
に
あ
る
。

　

第
二
に
、
キ
ム
の
「
映
画
的
」
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
概
念
は
、

投
影
像
と
ス
ク
リ
ー
ン
と
の
具
体
的
な
検
討
を
通
し
て
練
り
あ
げ
ら
れ
て
は
い

な
い
。
彼
は
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
長
編
映
画
作
品
に
お
い
て
は
、
展
示
空
間

が
観
者
の
現
象
学
的
身
体
を
惹
起
す
る
と
指
摘
し
て
は
い
る
。
し
か
し
彼
は
、

そ
の
際
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
投
影
像
と
ス
ク
リ
ー
ン
の
用
法
、
そ
れ
を

介
し
て
生
じ
る
、
現
象
学
的
身
体
と
は
根
本
的
に
異
な
る
観
者
の
あ
り
か
た
を

捨
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。筆
者
は
、キ
ム
の
論
点
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、「
映

画
的
」
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
で
の

投
影
像
・
ス
ク
リ
ー
ン
・
観
者
の
関
係
性
を
検
討
し
て
い
く
。

2
．
ス
ク
リ
ー
ン
の
焼
失
か
ら
「
場
」
の
反
転
ま
で
─
─

　
　《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》

　

本
節
で
は
、《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
の
観
者
の
あ
り
か
た
を
検
討
す
る
た
め
に
、

本
作
の
特
徴
を
光
源
・
投
影
・
ス
ク
リ
ー
ン
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
分
析 

す
る
。

　

ま
ず
は
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
の
作
品
構
成
を
整
理
し
て
お
く
。
本
作
の
尺
は

一
〇
分
四
〇
秒
で
あ
り
、ル
ー
プ
を
お
こ
な
う
。展
示
空
間
の
床
に
は
ク
ッ
シ
ョ

ン
が
お
か
れ
、
自
由
に
動
き
回
る
観
者
に
も
座
っ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
を
促
す
。

座
っ
た
姿
勢
の
視
点
か
ら
見
上
げ
る
位
置
に
は
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン
が
設
置
さ

れ
、
観
者
の
後
方
に
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
が
設
え
ら
れ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

の
位
置
は
、
観
者
が
動
き
回
る
際
に
投
影
像
が
観
者
の
身
体
に
遮
ら
れ
そ
う
な

高
さ
に
あ
る
。

　

本
作
の
投
影
像
に
お
け
る
最
初
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
暗
闇
の
森
を
背
景
に
し
た

街
灯
を
捉
え
る
。
つ
ぎ
に
キ
ャ
メ
ラ
は
一
枚
の
ス
ク
リ
ー
ン
を
映
し
だ
す
。
こ

の
ス
ク
リ
ー
ン
は
暗
闇
に
包
ま
れ
た
広
場
に
置
か
れ
て
お
り
、
街
灯
の
横
に
位

置
し
て
い
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
の
背
後
に
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
が
置
か
れ
、
そ
れ

は
人
工
的
に
つ
く
り
だ
し
た
落
雷
を
捉
え
た
映
像
を
投
影
し
て
い
る
（
図
1
）。

雷
が
落
ち
た
瞬
間
に
は
ス
ク
リ
ー
ン
い
っ
ぱ
い
に
火
花
が
飛
び
散
る
。
森
の

木
々
が
風
で
ざ
わ
め
く
環
境
音
に
、
雷
鳴
が
し
だ
い
に
重
な
っ
て
い
く
。
物
語

世
界
内
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
雷
の
明
滅
で
、
周
囲
の
寺
院
や
仏
像
が
垣
間
見
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え
る
。
こ
の
雷
が
ナ
ブ
ア
村
を
襲
う
よ
う
す
は
、
こ
の
土
地
で
か
つ
て
起
こ
っ

た
タ
イ
国
軍
に
よ
る
民
間
人
へ
の
暴
行
、
殺
害
、
拷
問
の
数
々
を
観
者
に
連
想

さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︵
13
︶。
画
面
全
体
が
ス
ク
リ
ー
ン
へ
の
ク
ロ
ー
ス

ア
ッ
プ
に
な
る
と
き
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
裏
側
に
設
え
ら
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

の
光
源
の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

中
盤
、
若
者
た
ち
が
火
の
つ
い
た
ボ
ー
ル
を
蹴
っ
て
遊
ぶ
姿
が
映
し
だ
さ
れ

る
。
そ
の
あ
い
だ
も
彼
ら
の
そ
ば
に
あ
る
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
落
雷
の
映
像
が
投

影
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、ち
ょ
っ
と
し
た
拍
子
に
、そ
の
ボ
ー
ル
が
ス
ク
リ
ー

ン
に
接
触
し
て
火
を
つ
け
て
し
ま
う
（
図
2
）。
あ
わ
て
て
駆
け
寄
る
若
者
た

ち
だ
が
、燃
え
る
ボ
ー
ル
を
何
度
も
ス
ク
リ
ー
ン
へ
と
蹴
り
つ
け
る
。ス
ク
リ
ー

ン
を
貼
り
付
け
て
い
た
枠
に
も
火
が
つ
き
、
暗
闇
に
長
方
形
の
炎
が
浮
か
び
あ

が
る
。
や
が
て
燃
え
尽
き
た
ス
ク
リ
ー
ン
の
背
後
か
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
が

キ
ャ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
投
影
像
を
投
げ
か
け
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
（
図
3
）。

最
後
に
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
な
か
か
ら
展
示
空
間
へ
と
投
影
光
が
抜
け
出
て
く
る

よ
う
な
感
覚
を
観
者
に
与
え
る
（
図
4
）。
こ
の
状
況
を
観
者
の
座
る
場
所
か

ら
離
れ
て
確
認
す
る
と
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
投
げ
か
け
る
投
影
像
と
、
ス
ク
リ
ー

ン
内
か
ら
発
さ
れ
る
投
影
光
が
観
者
の
頭
上
で
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。

光
源

　
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
の
画
面
を
支
配
す
る
照
明
は
、
街
灯
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
、

投
影
さ
れ
た
落
雷
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
人
工
的
な
光
、
炎
と
い
っ
た
自
然
的

な
光
の
対
立
で
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
光
源
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。

①
街
灯
（
安
定
し
た
光
源
）、
②
燃
え
る
ボ
ー
ル
（
不
安
定
な
光
源
）、
③
物
語

世
界
内
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
安
定
し
た
光
源
）、
④
人
工
的
に
生
み
だ
さ
れ

る
落
雷
（
不
安
定
な
光
源
）、
⑤
展
示
空
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
安
定
し
た

光
源
だ
が
観
者
に
よ
る
遮
蔽
に
よ
っ
て
は
不
安
定
と
な
る
光
源
）
と
い
っ
た
よ

う
に
分
類
で
き
る
。
な
か
で
も
安
定
的
な
光
源
と
し
て
あ
る
街
灯
が
冒
頭
の
ロ

ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
で
強
調
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
本
作
品
が
光
源
を
め
ぐ
る
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
は
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

つ
ぎ
に
、
本
作
の
光
源
は
静
止
し
た
状
態
か
ら
次
第
に
不
安
定
な
運
動
を
す

る
状
態
へ
移
行
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
が
火
の
つ
い
た
ボ
ー
ル
で
あ
る
。
若

者
に
蹴
ら
れ
る
こ
の
球
は
、
画
面
内
と
画
面
外
を
横
切
る
よ
う
に
動
く
。
光
源

の
移
行
は
、
街
灯
と
い
う
固
定
化
さ
れ
た
光
源
、
若
者
た
ち
の
蹴
る
ボ
ー
ル
の

流
動
的
な
光
源
、
そ
し
て
最
後
に
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
放
つ
固
定
化
さ
れ
た

光
源
へ
と
そ
の
特
性
が
回
帰
し
て
い
く
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
映
画
を
上
映
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
と
い
う
光
源
は
、

観
者
と
も
、
ス
ク
リ
ー
ン
と
も
距
離
を
保
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
光

源
は
観
者
の
背
後
に
置
か
れ
る
た
め
、
彼
ら
の
視
界
に
入
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
。

《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
は
、
こ
う
し
た
光
源
を
複
数
化
す
る
。
と
く
に
終
盤
は
、

街
灯
、
燃
え
る
ス
ク
リ
ー
ン
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
光
源
が
い
ち
ど
で
画
面
内

に
お
さ
め
ら
れ
、
観
者
は
複
数
化
し
た
光
源
を
凝
視
す
る
。
こ
こ
で
は
、
観
者

の
背
後
に
あ
る
光
源
と
、
物
語
世
界
に
お
け
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
背
後
に
あ
る
光

源
と
い
う
ふ
た
つ
に
分
割
し
、
最
終
的
に
は
観
者
を
、
展
示
空
間
内
と
物
語
世

界
内
の
ふ
た
つ
の
固
定
さ
れ
た
光
源
の
あ
い
だ
に
挟
む
。
映
画
と
異
な
る
鑑
賞

経
験
を
、
観
者
は
以
上
の
よ
う
な
光
源
の
移
行
や
複
数
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
。

投
影
︵
14
︶

　

本
作
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
正
面
に
位
置
す
る
や
や
高
い
場
所
か
ら
投
影
さ
れ
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る
。観
者
は
展
示
空
間
を
動
き
回
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、基
本
的
に
は
ス
ク
リ
ー

ン
前
の
床
に
置
か
れ
た
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
座
る
た
め
、
ス
ク
リ
ー
ン
を
多
少
見
上

げ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
鑑
賞
の
場
合
、
投
影
光
は
観
者
の
頭
上
を
通
り

抜
け
る
。

　

本
作
の
物
語
世
界
内
に
置
か
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
は
、
投
影
像
を
ス
ク

リ
ー
ン
の
背
後
か
ら
投
げ
か
け
、
そ
の
投
射
面
の
裏
側
に
透
過
し
た
イ
メ
ー
ジ

を
反
映
す
る
リ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
投
影
方
法
を
用
い
て
い
る
。

だ
が
映
像
の
終
盤
に
ス
ク
リ
ー
ン
が
焼
失
し
て
光
源
が
露
わ
に
な
る
。
投
影
像

は
、
た
だ
の
投
影
光
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
展
示
空
間
の
ス
ク
リ
ー
ン
に

映
し
だ
し
て
い
る
の
が
、
フ
ロ
ン
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
展
示
空
間
と
物
語
空
間
の
ふ
た
つ
の
光
源
に
挟
ま
れ
て
い
た
観
者
は
、

後
方
か
ら
の
投
影
像
と
、
そ
の
像
の
な
か
か
ら
こ
ち
ら
に
投
げ
か
け
ら
れ
る

│
像
と
し
て
結
実
せ
ず
に
明
滅
す
る
だ
け
の

│
投
影
光
に
挟
ま
れ
る
の
で

あ
る
。
い
わ
ば
、
物
語
世
界
か
ら
漏
れ
だ
す
明
滅
を
、
観
者
は
文
字
通
り
の
光

と
し
て
受
け
取
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

ス
ク
リ
ー
ン

　

本
作
の
展
示
空
間
に
あ
る
ス
ク
リ
ー
ン
は
、
投
影
像
の
反
映
と
反
射
と
い
う

ふ
た
つ
の
役
割
を
も
つ
。
反
映
と
は
、
展
示
空
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
か
ら
放

た
れ
る
投
影
光
を
受
け
止
め
る
こ
と
で
は
じ
め
て
像
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
面
に
当
た
っ
た
光
が
観
者
の
属
す
る
展
示
空
間
に
折
り
返
さ
れ
る
こ
と
が

反
射
で
あ
る
。

　

他
方
、
本
作
の
物
語
世
界
に
お
け
る
ス
ク
リ
ー
ン
は
反
映
・
反
射
を
行
う
ば

か
り
で
な
く
、
透
過
と
い
う
機
能
へ
と
拡
張
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
ず
ス
ク
リ
ー

ン
に
反
映
さ
れ
る
映
像
は
落
雷
で
あ
る
。
た
だ
し
、先
述
し
た
リ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
シ
ョ
ン
と
い
う
投
影
方
法
の
特
性
上
、
落
雷
の
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
さ
れ
る
に

は
、
ス
ク
リ
ー
ン
自
体
が
透
過
性
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
映
と

結
び
つ
い
た
透
過
性
に
よ
っ
て
映
像
は
目
に
見
え
る
も
の
に
な
る
。
と
こ
ろ
が

ス
ク
リ
ー
ン
が
焼
失
す
る
と
、
ス
ク
リ
ー
ン
が
担
っ
て
い
た
透
過
性
は
異
な
る

次
元
へ
と
移
行
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
不
在
に

よ
っ
て
反
映
／
透
過
す
る
場
所
を
な
く
し
た
投
影
像
は
、
今
度
は
、
物
語
世
界

内
の
で
は
な
く
、
展
示
空
間
の
ス
ク
リ
ー
ン
へ
と
仮
想
的
に
リ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
シ
ョ
ン
を
お
こ
な
う
。
こ
こ
で
展
示
空
間
の
ス
ク
リ
ー
ン
は
、
異
な
る
意
味

で
の
透
過
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
展
示
空
間
の
ス
ク
リ
ー
ン

は
、
当
初
は
透
過
性
と
い
う
機
能
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

や
が
て
物
語
世
界
と
展
示
空
間
を
隔
て
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
内
部
か
ら
「
仮
想
的

に
」
光
を
漏
れ
だ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
従
来
と
は
異
な
る
次
元
の
透
過
性

を
最
終
的
に
担
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
光
源
・
投
影
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
三
要
素
か
ら
《
ナ
ブ

ア
の
亡
霊
》
を
分
析
し
た
。
終
盤
に
お
い
て
物
語
世
界
内
か
ら
届
く
投
影
光
に

自
身
の
存
在
を
晒
さ
れ
る
観
者
は
、
そ
れ
と
同
時
に
突
如
と
し
て
展
示
空
間
そ

の
も
の
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
観
者
の
没
入
的
な
経
験

は
、
物
語
世
界
内
か
ら
放
た
れ
た
投
影
光
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ

の
い
う
「
活
性
化
」
と
「
脱
中
心
化
」
の
緊
張
関
係
は
本
作
に
お
い
て
は
、
こ

の
よ
う
に
後
者
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
強
調
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、
ナ
ブ
ア
村
と
い
う
物
語
世
界
の
「
場
」
と
白
壁
に
囲
ま
れ
た
展
示
空
間
と

い
う
「
場
」
と
の
揺
れ
動
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
の
物
語

世
界
内
に
お
け
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
消
失
と
投
影
像
の
解
放
は
、
む
し
ろ
観
者
の

い
る
展
示
空
間
を
ナ
ブ
ア
村
へ
と
仮
想
的
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
こ
で
投
影
像
が
物
語
世
界
の
内
側
か
ら
外
側
、
つ
ま
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り
展
示
空
間
へ
と
仮
想
的
に
投
影
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

観
者
の
い
る
展
示
空
間
は
、
物
語
世
界
内
の
投
影
像
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
だ

す
は
ず
だ
っ
た
雷
の
強
烈
な
明
滅
に
襲
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
展
示
空
間
に
お

い
て
雷
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
再
現
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
明
滅
を
身
体
で

受
け
止
め
る
観
者
に
と
っ
て
は
、
展
示
空
間
を
白
壁
に
囲
ま
れ
た
安
定
し
た
場

所
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
観
者
は
い
わ
ば
ナ
ブ
ア
村
へ
と
間
接

的
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
う
。
投
影
像
が
展
示
空
間
ご
と
ナ
ブ
ア
村
の
暗
闇

へ
と
変
容
し
、
観
者
の
身
体
を
そ
の
「
場
」
へ
と
移
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
は
、
物
語
世
界
に
お
け
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
焼
失
に

よ
っ
て
投
影
像
を
従
来
の
用
途
か
ら
解
放
し
た
だ
け
な
く
、
物
語
世
界
内
の
投

影
像
を
展
示
空
間
へ
と
拡
張
さ
せ
る
実
践
に
観
者
を
巻
き
込
む
の
で
あ
る
。

　
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
の
観
者
、
投
影
像
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
︵
15
︶
が
こ
う
し

て
取
り
結
ぶ
関
係
を
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
議
論
か
ら
言
い
直
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
観
者
の
「
活
性
化
」
と
「
脱
中
心
化
」
が
せ
め
ぎ
あ
う
状
況
を
生
み
だ
し
て

い
る
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
。
つ
ま
り
、
観
者
の
身
体
に
は
、
燃
え
尽
き
た
ス

ク
リ
ー
ン
の
か
わ
り
に
投
影
像
を
身
体
で
受
け
止
め
る
役
割
を
担
う「
活
性
化
」

が
生
じ
、
な
お
か
つ
仮
想
的
に
ナ
ブ
ア
村
の
暗
闇
へ
と
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
撹
乱
と
い
う
「
脱
中
心
化
」
が
生
じ
て
い
る
。
だ
が
、

ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
前
者
に
力
点
を
置
い
た
の
と
は
異
な
り
、
本
作
は
観
者
の
「
脱

中
心
化
」
と
い
う
後
者
に
こ
そ
力
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、

観
者
の
「
亡
霊
化
」
が
生
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
だ

ろ
う
。
次
節
で
は
、
こ
の
観
者
の
亡
霊
化
が
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー

ト
に
お
け
る
観
者
の
あ
り
か
た
と
ど
の
よ
う
に
異
な
り
、
投
影
像
と
ス
ク
リ
ー

ン
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
で
生
じ
る
か
を
検
討
し
た
い
。

3
．《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
に
お
け
る
観
者
の
亡
霊
化

　
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
に
お
け
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
焼
失
と
投
影
像
の
解
放
は
、

展
示
空
間
を
ナ
ブ
ア
村
へ
と
仮
想
的
に
反
転
さ
せ
る
「
場
」
の
揺
ら
ぎ
を
生
み

だ
し
、
最
終
的
に
は
観
者
の
あ
り
か
た
を
も
変
容
さ
せ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

観
者
の
「
活
性
化
」
と
「
脱
中
心
化
」
の
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、

後
者
に
力
点
を
置
く
実
践
だ
っ
た
。
だ
が
、
投
影
像
・
ス
ク
リ
ー
ン
・
観
者
の

関
係
性
は
、
観
者
の
亡
霊
化
と
い
う
観
点
か
ら
さ
ら
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
本
作
の
終
盤
に
あ
た
る
、
物
語
世
界
の
ス
ク
リ
ー
ン
焼
失
後
の

展
開
に
あ
ら
た
め
て
注
目
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
は
じ
め
た
い
。

　

物
語
世
界
内
で
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
焼
失
が
露
わ
に
す
る
の
は
、
そ
の
背
後
に

あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
光
源
で
あ
る
。
こ
の
光
源
は
、
観
者
に
と
っ
て
の
凝

視
の
対
象
と
な
る
。
ナ
ブ
ア
村
で
起
こ
っ
た
悲
惨
な
歴
史
を
炎
と
落
雷
に
よ
っ

て
表
象
す
る
本
作
は
、
観
者
を
こ
れ
ま
で
関
わ
り
の
な
か
っ
た
記
憶
や
「
場
」

に
接
続
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
最
終
的
に
、
投
影
像
が
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
光

と
な
っ
て
展
示
空
間
の
観
者
へ
と
投
げ
返
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
観

者
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
係
性
が
転
倒
さ
せ
ら
れ
、
イ
メ
ー
ジ
が
不
可
視
と
な
っ

て
観
者
が
可
視
化
さ
れ
る
。
本
作
品
の
投
影
像
実
践
が
光
を
あ
て
る
の
は
、
投

影
そ
の
も
の
が
均
衡
を
保
っ
て
き
た
、
観
者
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
こ
う
し
た
安
定

し
た
関
係
性
で
あ
る
。
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
作
品
の
政
治
的
文
脈
に
引
き
寄
せ
て

述
べ
る
な
ら
ば
、
本
作
の
投
影
像
実
践
は
、
ナ
ブ
ア
村
で
起
こ
っ
た
惨
劇
の
不

可
視
性
と
観
者
の
可
視
化
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し

か
し
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
は
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
ナ
ブ
ア
村

の
悲
劇
を
た
だ
掘
り
起
こ
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
観
者
と
イ
メ
ー
ジ
が
と
り
も
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つ
可
視
／
不
可
視
性
の
関
係
性
を
暴
く
こ
と
が
、
展
示
空
間
と
ナ
ブ
ア
村
と
の

「
場
」
の
反
転
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
物
語
世
界
内
で
明
滅
す
る
光
源
が
、
展
示
空
間

内
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
が
放
つ
明
滅
と
し
だ
い
に
同
期
し
て
い
く
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
双
方
の
明
滅
の
同
期
と
は
「
落
雷
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
投
げ
か
け
る
物

語
世
界
内
の
光
源
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
げ
か
け
る
展
示
空
間
の
光
源
に

よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
異
な
る
光
源
の
明
滅
の
同
期
が
生
み
だ
す
の
は
、
展
示

空
間
と
物
語
世
界
内
の
「
場
」
そ
の
も
の
が
同
期
し
て
い
く
状
況
で
も
あ
る
。

双
方
の
光
源
が
放
つ
明
滅
が
契
機
と
な
っ
て
、
反
転
さ
れ
る
可
能
性
さ
え
な

か
っ
た
「
場
」
の
あ
り
か
た
が
揺
ら
い
で
い
く
︵
16
︶。《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
の
物

語
世
界
内
に
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
光
は
、
文
字
通
り
観
者
に
向
け
て
注
が

れ
、
身
体
に
密
着
し
て
い
く
。「
落
雷
に
襲
わ
れ
る
ナ
ブ
ア
村
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
反
映
さ
れ
な
い
い
ま
、
観
者
は
身
体
で
直
接
的
に
投
影
光

と
触
れ
合
う
。
だ
が
、
観
者
に
触
れ
る
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
不
可
視
で
あ
る
。
同

様
に
、
ス
ク
リ
ー
ン
か
ら
溢
れ
出
た
光
は
観
者
の
い
る
展
示
空
間
の
床
や
壁
面

へ
と
拡
散
す
る
が
、
そ
こ
で
も
落
雷
の
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

物
語
世
界
内
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
周
囲
は
暗
闇
に
包
ま
れ
、
先
ほ
ど
ま
で
暗

か
っ
た
展
示
空
間
が
明
る
さ
を
帯
び
る
。
こ
う
し
て
観
者
は
、
展
示
空
間
と
ナ

ブ
ア
村
と
い
う
「
場
」
の
反
転
に
巻
き
込
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
身
体

が
投
影
光
に
よ
っ
て
露
出
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
展
示
空
間
の
観
者
は
、

明
滅
す
る
光
に
よ
っ
て
、
彼
ら
相
互
が
暗
闇
か
ら
突
如
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

「
亡
霊
的
」
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
本
作
の
タ
イ
ト
ル
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
に
あ
る
亡
霊
〔Phantom

s

〕

に
は
複
数
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。
第
一
に
、

そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
タ
イ
国
軍
に
よ
っ
て
土
地
の
記
憶
が
捏
造
さ
れ
て
消

去
さ
れ
た
こ
の
場
所
に
「
未
亡
人
の
亡
霊
」
が
現
れ
る
と
い
う
伝
記
で
あ
る
。

軍
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
ナ
ブ
ア
村
は
、
多
く
の
人
々
が
森
へ
逃
げ
、
軍
と
抵

抗
す
る
男
性
は
姿
を
消
し
、
女
性
や
子
ど
も
だ
け
が
村
に
残
っ
た
。
そ
の
後
、

人
間
に
は
不
可
視
の
世
界
へ
と
若
者
た
ち
を
さ
ら
う
「
未
亡
人
の
亡
霊
」
が
こ

の
村
で
目
撃
さ
れ
た
の
で
あ
る
︵
17
︶。
第
二
に
、
観
者
が
亡
霊
化
す
る
と
い
う

側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
展
示
空
間
が
ナ
ブ
ア
村
へ
と
仮
想
的
に
反
転
し
た

の
ち
、
観
者
が
そ
の
土
地
を
彷
徨
う
亡
霊
の
存
在
と
し
て
の
役
割
を
担
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
物
語
世
界
内
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
焼
失
は
、
展
示
空
間
と
ナ
ブ

ア
村
と
い
う
「
場
」
を
隔
て
る
境
界
が
崩
壊
す
る
契
機
だ
っ
た
。
展
示
空
間
と

こ
の
村
と
の
時
空
間
的
な
連
続
性
を
遮
る
ス
ク
リ
ー
ン
が
無
く
な
り
、
光
に
照

ら
し
だ
さ
れ
る
の
が
観
者
＝
亡
霊
な
の
で
あ
る
。
未
亡
人
の
亡
霊
が
ナ
ブ
ア
村

に
現
れ
て
は
消
え
る
状
況
が
、
観
者
が
投
影
光
の
明
滅
を
浴
び
る
状
況
と
同
期

す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
本
作
品
の
ル
ー
プ
再
生
に
よ
っ
て
、
こ
の
状
況
は
時

間
を
お
い
て
何
度
も
反
復
さ
れ
る
。
観
者
自
身
も
ま
た
、
一
時
的
な
亡
霊
化
に

よ
っ
て
仮
想
的
な
ナ
ブ
ア
村
を
何
度
も
徘
徊
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
亡
霊

と
の
、
亡
霊
ど
う
し
の
出
会
い
と
い
う
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
長
編
映
画
作
品
お

よ
び
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
主
要
な
特
徴
は
こ
の
よ
う
に
引
き
起
こ
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
観
者
の
亡
霊
化
は
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
述
べ
た
観
者
の
「
活
性
化
」
と

「
脱
中
心
化
」
の
あ
り
か
た
と
ど
う
異
な
る
の
か
。《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
に
お
け

る
亡
霊
化
と
は
、
こ
の
両
者
の
緊
張
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
観
者
の
役
割
が
決

定
不
可
能
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
観
者
は
、
最
初
は
展
示
空
間
で
投
影

像
を
眺
め
る
傍
観
者
、
つ
ぎ
に
展
示
空
間
と
ナ
ブ
ア
村
の
「
場
」
の
反
転
を
想

像
的
に
結
び
つ
け
る
媒
介
者
、
さ
ら
に
は
一
時
的
に
ナ
ブ
ア
村
に
現
れ
る
亡
霊

と
し
て
の
役
割
を
付
与
さ
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
あ
り
か
た
が
絶
え
ず
揺
動
す
る



57

よ
う
な
あ
り
か
た
、
こ
れ
が
本
作
の
観
者
の
亡
霊
化
な
の
で
あ
る
。

　

さ
い
ご
に
、
亡
霊
化
し
た
観
者
と
物
語
世
界
の
若
者
た
ち
と
の
か
か
わ
り
を

見
て
お
く
。
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
な
ら
ば
、
亡
霊
化
し
た
観
者
と
は
、
最
終

的
に
は
ナ
ブ
ア
村
の
若
者
た
ち
に
と
っ
て
文
字
通
り
の
「
亡
霊
」
と
な
る
。
展

示
空
間
か
ら
一
方
的
に
若
者
た
ち
を
見
る
観
者
が
投
影
光
の
明
滅
に
晒
さ
れ
た

そ
の
と
き
、
若
者
た
ち
は
、
可
視
化
さ
れ
た
観
者
の
存
在
を
は
じ
め
て
認
識
す

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
と
き
、
一
方
で
若
者
た
ち
の
姿
は
物
語
世
界
か
ら
す

で
に
消
え
て
い
る
。
他
方
で
、
観
者
は
投
影
光
を
直
視
す
る
た
め
に
自
ら
の
方

向
感
覚
を
喪
失
し
、
な
お
か
つ
そ
の
光
に
よ
っ
て
視
覚
を
一
時
的
に
奪
わ
れ
て

し
ま
う
状
態
と
な
る
。『
ブ
ン
ミ
お
じ
さ
ん
の
森
』
の
主
人
公
ブ
ン
ミ
は
、
生

死
を
彷
徨
う
う
ち
に
視
力
を
失
い
、
姿
な
き
猿
の
精
霊
た
ち
に
じ
っ
と
見
つ
め

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
に
お
け
る
観
者
の

視
覚
の
機
能
停
止
は
、
生
と
死
の
あ
わ
い
に
立
つ
経
験
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
う
し
て
観
者
は
作
品
内
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
亡
霊
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
で
引
き
裂
か
れ
続
け

る
。
本
作
の
亡
霊
化
は
、
当
の
観
者
の
役
割
が
絶
え
ず
揺
れ
動
く
不
穏
な
状
態

を
、
ナ
ブ
ア
村
の
若
者
た
ち
が
亡
霊
の
気
配
と
し
て
感
じ
取
る
と
い
う
側
面
を

具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
投
影
像
作
品
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
を
め
ぐ
っ

て
、
投
影
像
・
ス
ク
リ
ー
ン
・
観
者
の
関
係
性
を
問
う
て
き
た
。
ま
ず
、
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
と
「
映
画
的
」
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
と
い
う
概
念
を
批
判
的
に
検
討
し
、
本
作
品
の
位
置
付
け
が
後
者
で
あ
り
な

が
ら
も
観
者
の
「
活
性
化
」
と
「
脱
中
心
化
」
を
促
す
点
を
確
認
し
た
。
つ
ぎ

に
、
筆
者
は
、《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
を
光
源
・
投
影
・
ス
ク
リ
ー
ン
の
三
要
素

か
ら
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
展
示
空
間
と
物
語
世
界
の
「
場
」
の
反
転
と
い
う

特
異
な
実
践
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。「
場
」
の
反
転
と
は
、
ナ

ブ
ア
村
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
「
場
」
が
、
ま
さ
に
展
示
空
間
に
「
仮
想
的
に
」

召
喚
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
場
」
の
反
転
に
巻
き
込

ま
れ
る
観
者
の
あ
り
か
た
は
、
物
語
世
界
内
か
ら
漏
れ
だ
す
投
影
光
に
触
れ
る

こ
と
で
、
新
た
な
意
味
合
い
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
は
観
者
の
「
活
性
化
」
で
も

「
脱
中
心
化
」
で
も
な
く
、
そ
の
あ
い
だ
で
絶
え
ず
揺
動
す
る
「
亡
霊
化
」
と

い
う
観
者
の
あ
り
か
た
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
論
は
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
投
影

像
実
践
を
豊
か
な
文
脈
へ
結
び
つ
け
る
契
機
と
な
る
だ
け
で
な
く
、「
映
画
的
」

ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
中
間
的
な
概
念
に
欠
如
し
て
い
た

観
者
の
新
た
な
側
面
に
光
を
あ
て
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
稿
の
考
察
が
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
作
品
全
体
と
分
か
ち
が
た
く
結

び
つ
く
こ
と
を
つ
ぎ
の
二
点
か
ら
示
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
多
く
の
ア
ピ

チ
ャ
ッ
ポ
ン
作
品
で
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
亡
霊
に
つ
い
て
で
あ
る
。
亡
霊

の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
る
従
来
の
言
説
は
、
タ
イ
映
画
に
固
有
の
表
象
と
し
て
論

じ
る
観
点
と
、
東
北
タ
イ
に
お
け
る
特
有
の
伝
記
お
よ
び
口
承
と
の
関
係
性
を

重
視
す
る
観
点
と
の
二
極
化
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
本
稿
が
述
べ

る
亡
霊
化
は
、
観
者
の
あ
り
か
た
と
い
う
新
た
な
観
点
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

二
極
化
し
た
先
述
の
議
論
で
見
逃
さ
れ
る
論
点
の
は
ず
で
あ
る
。
第
二
に
、
ア

ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
は
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
を
端
緒
と
し
、
投
影
像
・
ス
ク
リ
ー
ン
・

観
者
の
関
係
性
を
強
調
す
る
作
品
を
継
続
的
に
制
作
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
透
過
ガ
ラ
ス
の
ス
ク
リ
ー
ン
を
用
い
た
投
影
像
作
品
が
い
く
つ
か

あ
る
。
透
過
ガ
ラ
ス
へ
の
投
影
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
ガ
ラ
ス
面
に
反
映
さ
せ
、
展
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示
空
間
の
全
体
へ
と
反
射
さ
せ
拡
散
さ
せ
る
。
こ
の
実
践
は
観
者
の
い
る
展
示

空
間
と
い
う
「
場
」
を
揺
動
さ
せ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
展
示
空
間
内
の
観

者
ど
う
し
が
透
過
ガ
ラ
ス
を
挟
ん
で
視
線
を
交
わ
す
よ
う
な
状
況
が
、
本
稿
で

述
べ
た
観
者
の
亡
霊
化
と
い
う
あ
り
か
た
に
別
の
観
点
を
導
入
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
投
影
像
実
践
は
、
今
後
も
引
き
続
き

検
討
し
て
い
く
。

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
） 

こ
の
映
像
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
東
北
タ
イ
の
ナ
ブ
ア
村
で
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
と

現
地
の
若
者
た
ち
が
映
像
作
品
を
共
同
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
ナ
ブ
ア
村
の

若
者
た
ち
と
数
ヶ
月
と
も
に
過
ご
し
た
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
は
、
こ
の
土
地
の
虐

殺
や
政
治
的
弾
圧
の
歴
史
と
向
き
合
い
、
そ
れ
ら
を
映
像
表
現
に
組
み
込
も
う

と
し
た
（
詳
細
は
註
13
を
参
照
せ
よ
）。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
表

現
媒
体
（
長
編
映
画
、
写
真
、
M
V
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
ミ
ッ
ク
、

書
籍
、
絵
画
）
を
横
断
し
な
が
ら
、
抑
圧
さ
れ
た
土
地
の
記
憶
を
多
角
的
に
描

き
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
日
本
国
内
だ
と
二
〇
一
一
年

度
横
浜
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
す
べ
て
の
映
像
作
品
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
後
は

個
々
の
作
品
の
散
発
的
な
展
示
機
会
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（
2
） 

こ
こ
で
述
べ
る
「
場
」
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
を
サ
イ
ト
志

向
の
芸
術
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
目
的
も
な
け
れ
ば
、
特
定
の
ロ
ー
カ

ル
な
場
に
た
い
す
る
価
値
づ
け
を
お
こ
な
う
つ
も
り
も
な
い
。
こ
の
「
場
」
と

は
、
た
と
え
ば
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ
ス
な
ら
ば
物
理
的
で
現
象
学
的
な
場
の

意
味
合
い
で
用
い
、
ミ
ウ
ォ
ン
・
ク
ォ
ン
な
ら
ば
「
拡
張
さ
れ
た
場
」
と
述
べ

た
。
と
く
に
後
者
は
、特
定
の
物
理
的
な
場
所
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、個
々

の
作
品
が
「
一
時
的
」
に
生
み
だ
す
も
の
と
し
て
の
場
所
と
い
う
意
味
合
い
で

あ
る
。
筆
者
は
ク
ォ
ン
の
意
味
合
い
で
用
い
て
い
る
と
と
も
に
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ

ン
作
品
に
お
い
て
描
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
と
い
う
意
味
合
い
も
含
め
て
い

る
。M

iw
on K

w
on, “O

ne Place after A
nother: N

otes on Site Specificity, ” 
O

ctober, vol. 80 （Spring, 1997

）, pp. 85-110.

（
3
） 

「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
体
系
的
な
読
解
と
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の

政
治
的
含
意
に
か
ん
し
て
は
以
下
の
論
考
が
詳
し
い
。K

aren N
ew

m
an, “A

 

M
an W

ho C
an R

ecall H
is Past Lives: Installations by A

pichatpong 
W

eerasethakul, ” A
pichatpong W

eerasethakul, ed., Jam
es Q

uandt, 
V

ienna: A
ustrian Film

 M
useum

, 2009, pp. 143-157.

（
4
） 

そ
の
た
め
、
本
稿
は
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
個
々
の
作

品
間
の
関
連
性
に
は
焦
点
化
せ
ず
、
彼
の
諸
作
品
の
な
か
で
も
投
影
像
・
ス
ク

リ
ー
ン
・
観
者
の
動
的
な
関
係
性
を
際
立
た
せ
る
《
ナ
ブ
ア
の
亡
霊
》
の
分
析

に
重
点
を
置
く
。

（
5
） C

laire B
ishop, Installation A

rt: A
 C

ritical H
istory, London: T

ate 
Publishing, 2005, p. 6.

（
6
） B

ishop, ibid., pp. 6-13.

（
7
） B

ishop, ibid., p. 130.

（
8
） B

ishop, ibid., pp. 128-133.

（
9
） 

「
こ
こ
で
の
「
映
画
的
」
と
は
、た
ん
に
映
画
機
器
の
素
材
や
技
術
的
要
素
（
カ

メ
ラ
ワ
ー
ク
、
編
集
言
語
、
対
話
、
物
語
空
間
の
整
理
ル
ー
ル
、
伝
統
的
な
映

画
館
の
設
え
な
ど
）
だ
け
で
な
く
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
前
提
、
記
憶
、

そ
し
て
映
画
の
経
験
を
形
作
っ
た
社
会
的
、
制
度
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。」

Ji-hoon K
im

, “C
inem

atic video installations: H
ybridized apparatuses 

inside the black box, ” B
etw

een Film
, V

ideo, and the D
igital: H

ybrid 
M

ovin
g Im

ages in the P
ost-M

edia A
ge, N

ew
 York: B

loom
sbury 

Publishing, 2016, p. 246.
（
10
） 

『
オ
ク
ト
ー
バ
ー
』
誌
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
「
現
代
ア
ー
ト
に
お
け
る
投
影 

像
」
に
お
い
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
代
の
投
影
像
に
お
け
る
現
象

学
的
／
仮
想
的
な
あ
り
か
た
と
い
う
ふ
た
つ
の
立
場
で
あ
る
。
前
者
は
投
影
像

が
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
の
展
示
空
間
と
密
接
に
関
わ
り
、
ま
た
観
者
の
存
在
を
重

要
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
投
影
像
の
動
向
と
重
な
り
あ
う
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も
の
で
あ
る
。
後
者
の
投
影
像
に
お
け
る
仮
想
的
な
あ
り
か
た
と
は
、
展
示
空

間
の
脱
現
実
化
、
観
者
の
脱
身
体
化
や
否
定
に
関
わ
る
。M

alcom
 T

urvey, 
H

al F
oster and C

hrissie Iles, et al, “R
ound T

able: T
he P

rojected 
Im

age in C
ontem

porary A
rt, ” O

ctober, Vol. 104 

（Spring, 2003

）, pp. 
71-96.

（
11
） Ji-h

oon K
im

, “B
etw

een A
uditorium

 and G
allery: P

erception in 
A

pichatpong W
eerasethakul ’s F

ilm
s and Installations, ” G

lobal A
rt 

C
in

em
a: N

ew
 T

heories an
d H

istories, eds., R
osalind G

alt, K
arl 

Schoonover, N
ew

 York: O
xford U

niversity Press, 2010, p. 129.

（
12
） 

ジ
フ
ン
は
、
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
の
長
編
映
画
作
品
『
ブ
リ
ス
フ
リ
ー
・
ユ
ア
ー

ズ
』、『
ト
ロ
ピ
カ
ル
・
マ
ラ
デ
ィ
』、
そ
し
て
『
世
紀
の
光
』
に
採
用
さ
れ
る

持
続
時
間
の
長
い
シ
ョ
ッ
ト
、
空
間
的
な
ズ
レ
を
引
き
起
こ
す
分
断
さ
れ
た
物

語
構
造
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
は
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
要

素
を
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
が
取
り
入
れ
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼

の
映
画
作
品
の
大
部
を
形
成
す
る
と
ジ
フ
ン
は
指
摘
す
る
。K

im
, op. cit., p. 

130.

（
13
） 

「
一
九
六
五
年
八
月
七
日
の
朝
、
ナ
ブ
ア
の
名
は
、
全
国
に
知
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
共
産
主
義
の
農
民
と
全
体
主
義
の
政
府
が
、
稲
田
を
舞
台
に
最
初
の

銃
撃
戦
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ナ
ブ
ア
は
、
軍
隊
の
厳
重
な

支
配
と
統
制
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
…
タ
イ
国
軍
に
よ
る
ナ
ブ
ア

の
占
領
と
蛮
行
は
、
二
〇
年
間
に
及
ん
だ
。
…
今
日
も
な
お
、
タ
イ
政
府
は
暴

力
を
軽
視
し
、
国
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
村
で
暴
力
を
行
使
し
て
い
る
。
国
民
は
忘

れ
て
い
る
。
死
者
た
ち
は
忘
れ
ら
れ
る
。
若
い
世
代
は
ナ
ブ
ア
の
こ
と
を
知
ら

な
い
。」
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
・
ウ
ィ
ー
ラ
セ
タ
ク
ン
「
追
憶
の
ナ
ブ
ア

│
「
プ

リ
ミ
テ
ィ
ブ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め
ぐ
る
手
記
」、
水
野
友
美
子
訳
、
夏
目
深
雪
、

金
子
遊
編
『
ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
・
ウ
ィ
ー
ラ
セ
タ
ク
ン
：
光
と
記
憶
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
』、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
五
│
一
四
六
頁
。

（
14
） 

投
影
（projection

）
と
い
う
用
語
の
解
説
を
付
け
加
え
て
お
く
。
リ
ズ
・
コ
ッ

ツ
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
語
が
、
ラ
テ
ン
語
の
「projectionem

＝

前
に
投
げ
る
、
延
長
」、「pro

（
前
方
）」
＋
「jacere

（
投
げ
る
）」
を
語
源

と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
「
移
動
、
転
位
、
転
写
」
と
い
う

意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
と
は
根

源
的
に
、
光
線
の
属
性
に
基
づ
く
幾
何
学
の
一
種
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私

た
ち
は
、
固
定
さ
れ
た
地
点
か
ら
、
二
つ
の
面
の
間
、
あ
る
い
は
二
次
元
の
画

面
と
三
次
元
空
間
の
間
に
、
い
く
つ
も
の
対
応
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

投
影
法
の
幾
何
学
は
、
し
た
が
っ
て
、
視
覚
と
空
間
の
関
係
を
合
理
的
に
説
明

づ
け
る
手
段
で
あ
り
、
遠
近
法
的
描
写
や
製
図
法
、
建
築
の
土
台
と
な
る
も
の

で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
リ
ズ
・
コ
ッ
ツ
「
ヴ
ィ
デ
オ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
：

ス
ク
リ
ー
ン
の
間
の
空
間
」、
木
下
哲
夫
訳
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
編
『
ヴ
ィ

デ
オ
を
待
ち
な
が
ら

│
映
像
、
六
〇
年
代
か
ら
今
日
へ
』、
東
京
都
国
立
近

代
美
術
館
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
七
頁
。

（
15
） 

最
終
的
に
観
者
の
意
識
が
投
影
装
置
へ
と
向
け
ら
れ
る
傾
向
は
、
タ
マ
ラ
・
ト

ロ
ッ
ド
が
昨
今
の
投
影
像
の
特
性
と
し
て
あ
げ
て
い
た
こ
と
も
記
し
て
お
き
た

い
。T

am
ara T

rodd, “Introduction: theorizing the projected im
age, ” 

ed., Tam
ara T

rodd, Screen/Space: T
he projected im

age in contem
porary 

art, M
anchester: M

anchester U
niversity Press, 2011, pp. 1-16.

（
16
） 

こ
こ
で
、
松
浦
寿
輝
が
投
影
像
に
よ
る
「
距
離
の
創
出
／
距
離
の
無
化
」
に
つ

い
て
述
べ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
の
「
距
離
」
と
は
、
物
理
的

な
意
味
合
い
を
含
む
。
光
源
か
ら
放
た
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
ス
ク
リ
ー
ン
で
反
映

し
、
そ
れ
が
観
者
の
瞳
ま
で
返
っ
て
く
る
と
き
に
生
じ
る
距
離
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
観
者
の
外
部
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
ス
ク
リ
ー
ン
か
ら
の
反
射
光
と
し

て
観
者
の
皮
膚
に
密
着
す
る
と
き
の
「
わ
た
し
の
内
部
に
ま
で
浸
透
し
て
わ
た

し
の
存
在
と
一
体
化
し
て
し
ま
う
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
す
べ
て
は
わ
た
し
の

内
部
で
起
こ
っ
て
い
る（
一
五
四
頁
）」か
に
感
じ
取
れ
る
状
況
を
、松
浦
は「
距

離
の
無
化
」
と
述
べ
た
。
松
浦
寿
輝
『
平
面
論

│
一
八
八
〇
年
代
西
欧
（
岩

波
人
文
書
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
）』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
五
│
一
七
五
頁
。

（
17
） 

ア
ピ
チ
ャ
ッ
ポ
ン
「
追
憶
の
ナ
ブ
ア
」、
一
四
六
頁
。



図1
以下《ナブアの亡霊》

図2
燃えるスクリーン

図3
スクリーン焼失後

図4
ラスト・ショットの投影光


