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堀
野
正
雄
と
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

―
―
再
構
築
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
的
現
実
―
＝

は

じ

め

に

「
グ
ラ
フ

ｏ
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
、
そ
の
中
心
的
実
践
者
で
あ
る
堀
野
正
雄
、
ま
た
写
真
評
論

家
と
し
て
活
躍
し
た
伊
奈
信
男
や
板
垣
鷹
穂
ら
に
よ

っ
て
、
西
欧
で
勃
興
し
た

「新
興
芸
術
」
の

文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
写
真
の

一
表
現
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
現
史
か

ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
西
欧
か
ら
移
入
さ
れ
、
翻
訳
さ
れ
た
も
の
と

い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
と
名
付
け
ら
れ
た

一
連
の
作
品
群
を
改
め
て
概
観
し
て
み
る
と
、

移
入
初
期
に
お
い
て
は
直
裁
的
な
翻
訳
で
あ

っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
後
試
行
錯
誤
を
経
て
、
次

第
に
独
自
の
表
現
形
式
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
社
会
の
暗

部
や
裏
面
を
メ
デ
ィ
ア
の
視
覚
を
媒
介
に
し
て
安
全
か
つ
刺
激
的
に
覗
き
見
た
い
と
い
う
大
衆
の

欲
望
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
シ
ナ
リ
オ
」
を
必
要
と
し
た
そ
の
構
成
と
形
式
は
、
写
真

報
道
と
映
画
を
架
橋
す
る
新
し
い
表
現
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
に
使
わ
れ
る
写
真
は
、
基
本
的
に
は

「
リ
ア
ル
フ
オ
ト
」
に
分

類
で
き
る
。
だ
が
、
連
続
性
を
持
た
せ
た
組
写
真
に
よ
る
そ
の
構
成
は
、
制
作
者
の
意
図
に
よ

っ

て
巧
み
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
表
現
行
為
だ
と
い
え
よ
う
。
観
察
者
に
意
味
が
委
ね
ら
れ
る

一

枚
の
写
真
と
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
あ
え
て
類
似
の
作

品
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ジ
ガ

・
ヴ

エ
ル
ト
フ
の
映
画

『
カ
メ
ラ
を
持

っ
た
男
』
２

九
二

九
年
、
ロ
シ
ア
）
が
適
当
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
は
と
も
に
、
「機
械
の
眼

（カ
メ
ラ

・
ア
イ
と

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
客
観
性
と
真
実
性
、
構
成
者
に
よ

っ
て
構
造
化
さ
れ
た
物
語

馬

性
を
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
り
、
大
都
市
の
複
雑
な
様
態
を
あ
ら
わ
す
手
段
と
し
て
説
得
力
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、　
一
九
三
〇
年
代
の
雑
誌

『犯
罪
科
学
』
に
お
い
て
人
気
を
博
し
た

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
を
取
り
上
げ
、
映
画
や
印
刷
な
ど
の
複
製
技
術
と
の
連
関
を
検
討
す
る
こ
と

に
あ
る
。

一
　

新
し

い
表
現
と
し
て
の

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」

写
真
家

・
写
真
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
た
伊
奈
信
男
に
よ
れ
ば
、
「グ
ラ
フ
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」

と
い
う
写
真
表
現
は
、
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
勃
興
し
た

「新
興
写
真
」

の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の

「新
興
写
真
」
と
い
う
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
の
ノ

イ
エ
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー

（新
し
い
写
宣
ｏ
、
イ
ギ
リ
ス
の
モ
ダ
ン

・
フ
オ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー

（近
代
写
真
）
に
対
応
し
た
翻
訳
語
で
あ
り
、
日
本
で
は
オ
リ
エ
ン
タ
ル
写
真
工
業
の
Ｐ
Ｒ
誌

『
フ
ォ
ト
タ
イ
ム
ス
』
の
編
集
主
幹
で
あ

っ
た
木
村
専

一
を
中
心
と
す
る

「新
興
写
真
研
究
会
」

の
結
成
が
そ
の
新
し
い
表
現
運
動
を
牽
引
し
た
と
い
わ
れ
て
い
な
。

当
時
、
「新
興
写
真
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
は
、
機
械
の
眼
に
よ
る
客
観
的
描
写
を
求
め
た

「リ
ア
ル
フ
オ
ト
」
、
印
画
紙
に
直
接
感
光
さ
せ
る
カ
メ
ラ
な
し
の
制
作

「
フ
オ
ト
グ
ラ
ム
」
、
複

数
の
写
真
を
組
み
合
わ
せ
て
貼
り
付
け
る

「
フ
ォ
ト

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ

も
、
絵
画
の
模
倣
を
目
標
と
し
て
い
た

「芸
術
写
真
」
に
対
抗
し
て
生
ま
れ
た
写
真
独
自
の
表
現

を
模
索
す
る

「新
し
い
試
み
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

場

伸

彦



(76)甲南女子大学研究紀要第44号 文学・文化編 (2008年 3月 )

基
本
的
に

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
、
「
リ
ア
ル
フ
オ
ト
」
の

一
種
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
複
数
の
写
真
を
組
み
合
わ
せ
た
連
続
写
真
的
な
表
現
形
式
が
採
用
さ

れ
、
加
え
て
、
写
真
の
説
明
や
運
動
を
支
持
す
る
ネ
ー
ム

（文
章
）
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
で
イ
メ

ー
ジ
に
特
定
の
意
味
や
指
示
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
多
重
露
光
写
真
や
変
則
的
な
ト
リ
ミ
ン

グ
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
フ
オ
ト

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
的
な
要
素
も
強

く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

西
欧
に
お
い
て
先
行
す
る
類
似
の
試
み
を
挙
げ
れ
ば
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
モ
ホ
リ
＝
ナ
ギ
に
よ
る

『大
都
市
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
が
あ
る
。
ナ
ギ
の
場
合
は
こ
れ
を

「
タ
イ
ポ
フ
オ
ト
」
と
命
名
し

た
。
そ
れ
は
、
「映
画
の
た
め
の
草
案
」
と
副
題
が
添
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
映
像
作
品

の
た
め
の

「
シ
ナ
リ
オ
」
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
映
像
の
時
間
的
進
行
と
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
を
示
す
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
ス
ヶ
ッ
チ
で
も
あ

っ
た
。

つ
ま
り

『大
都
市
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
の
表
現
上
の
特
徴
は
、
異
な
る
視
覚
的
要
素
を
再
配
置
し
、
文
字
や
記
号
を
組
合

せ
て
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
処
理
す
る
こ
と
で
、
「写
真
的

・
視
覚
的
関
係
を
通
し
て
時
空
間

的
出
来
事
の
生
き
た
連
鎖
を
つ
く
り
あ
げ
」
た
、
い
わ
ば
紙
上
の

「映
画
」
が
意
図
さ
れ
て
い
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

堀
野
の

「
グ
ラ
フ

ｏ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
に
も
、
そ
う
し
た
ナ
ギ
の

「
タ
イ
ポ
フ
オ
ト
」
の
影
響

が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
未
来
派
や
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
タ
イ
プ
グ
ラ
フ
ィ

に
見
ら
れ
た
よ
う
な
記
号
や
矢
印
の
使
用
は
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
視
覚
の
運
動
と
方
向
性
は
、
矢

印
や
記
号
で
は
な
く
、
主
に
組
写
真
の
連
鎖
に
よ

つ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
無

声
映
画
の
字
幕
を
連
想
さ
せ
る

「ネ
ー
ム
」
を
写
真
と
写
真
の
間
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
物
語
の

よ
う
な
線
形
的
な
時
間
感
覚
が
生
起
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

一
一

『
犯
罪
科
学
』

に
お
け
る
グ
ラ
フ
特
集

具
体
的
な
作
品
例
を
検
討
す
る
前
に
、
「グ
ラ
フ

ｏ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
発
表
媒
体
で
あ
る

『犯
罪
科
学
』
の
編
集
方
針
か
ら
ま
ず
は
確
認
し
て
み
た
い
。
雑
誌

『犯
罪
科
学
』
（武
侠
社
）

は
、　
一
九
三
〇
年
六
月
に
創
刊
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
犯
罪
報
道
を
は
じ
め
、
探
偵
実
話
、
ル
ポ
ル
タ

ー
ジ
ュ
、
犯
罪
小
説
な
ど
を
掲
載
す
る
犯
罪
を
テ
ー
マ
と
し
た
総
合
雑
誌
で
あ
る
。
創
刊
号
の
巻

頭
言
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

世
界
の
文
化
は
研
め
て
見
る
と
二
つ
の
相
を
持

つ
て
い
る
こ
と
を
否
め
な

い
。
そ
の

一
つ
を

Ａ
、
他
を
Ｂ
と
す
る
、
Ａ
は
即
ち
表
で
あ
り
、
Ｂ
は
そ
の
裏
で
あ
る
。
Ａ
は
華
一麗
面
で
あ
り
Ｂ

は
醜
面
で
あ
り
暗
黒
面
で
あ
る
。
在
来
の
文
化
史
は
こ
の
Ａ
、
つ
ま
り
表
面
の
み
の
上
に
打
ち

樹
て
ら
れ
て
来
た
。
然
し
乍
ら
物
の
実
相
は
そ
の
表
面
の
み
で
研
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
得

な
い
。
…
犯
罪
科
学
の
持
つ
分
野
は
即
ち
此
の
Ｂ
面
、
暗
黒
面
の
実
相
を
掴
む
こ
と
に
あ
る
。

ブ
ス
リ
と
メ
ス
を
刺
す
、
そ
こ
に
人
生
の
凡
ゆ
る
実
相
は
確
然
と
す
る
。
過
去
と
現
在
の
暗
黒

面
に
メ
ス
を
振
つ
て
明
日
へ
の
よ
り
よ
き
生
活
を
約
束
す
る
、
そ
こ
に
犯
罪
科
学
の
使
命
が
あ

Ｚ

Ｏ

。

華
や
か
な
都
市
生
活
か
ら
隠
蔽
さ
れ
た
裏
面
を
暴
露
す
る
こ
と
、
人
間
精
神
の
暗
黒
面
を
探
求

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
が

『犯
罪
科
学
』
の
編
集
方
針
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ

け
人
気
を
博
し
た
の
が
、
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
技
術
を
利
用
し
た

″
グ
ラ
フ
特
集
″
で
あ

っ
た
。
最
初

の

″
グ
ラ
フ
特
集
″
は
、　
一
九
三

一
年
四
月
号

「犯
罪
科
学
グ
ラ
フ
ー
　
白
魔
産
業
党
事
件
と
西

部
戦
線
カ
メ
ラ
ー
ド
」
と
し
て
登
場
す
る
。
以
降
、
確
認
し
た
限
り
で
は
、　
一
九
三
二
年
十

一
月

号
の

「
カ
メ
ラ
の
報
告
」
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
号
に
及
ん
で

″
グ
ラ
フ
特
集
″
が
組
ま
れ
る
こ
と
に
な

Ｚω
。あ

た
か
も
犯
罪
現
場
の
証
拠
写
真
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る

『犯
罪
科
学
』
の

″
グ
ラ
フ
特
集
″

は
、
読
者
の
尖
端
的
、
猟
奇
的
興
味
を
大
い
に
満
足
さ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
視
覚
的
に

構
造
化
さ
れ
た

″
グ
ラ
フ
特
集
″
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
無
し
草
的
な
都
市
住
民
特
有
の

不
安
を
緩
和
さ
せ
る
働
き
も
あ

っ
た
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「浅
草
に

生
き
る
人
び
と
」
に
は
同
時
期
に
お
い
て
流
行
を
み
る
雑
踏
や
細
民
窟

へ
の
潜
入
ル
ポ
が
、
「
ス

ナ
ッ
プ
写
真
」
に
よ
つ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
捉
え
所
の
な
い
流
動
的
な
都
市
の

暗
部
の
実
態
が
、
ス
ナ
ッ
プ
写
真
の
客
観
的
な
視
覚
に
よ
っ
て
克
明
に

「見
え
る
も
の
」
と
し
て

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ス
ナ
ッ
プ
し
た
写
真
で
再
構
成
さ
れ
た

″
グ
ラ
フ
特
集
″
は
、
混

沌
と
し
て
重
層
化
し
た
大
都
市
の
相
貌
を
、
映
画
を
観
る
か
の
ご
と
く
大
衆
に
理
解
し
や
す
い
形

式
で
報
告
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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当
初
、
″
グ
ラ
フ
″
と
い
う
言
葉
は
恣
意
的
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
か

っ
た
よ
う
で

あ
る
。
最
初
の

「犯
罪
科
学
グ
ラ
フ
」
と
し
て
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
た
特
集
は
、　
一
九
三

一
年
七
月

号
か
ら
は

「
グ
ラ
フ
セ
ク
シ
ョ
ン
」
と
変
わ
り
、
同
年
十
二
月
増
刊
号
で
は

「
グ
ラ
フ
特
集
」
と

い
う
言

い
方
に
変
更
さ
れ
、
同
年
十
二
月
号
の

「首
都
貫
流
」
に
至

っ
て
は

″
巻
頭
グ
ラ
フ
″

翁
編
集
雑
記
し

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
新
し
い
表
現
形
式
が
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の

適
当
な
語
が
な
か
っ
た
が
ゆ
え
の
語
の
ブ
レ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
当
時
の
読
者
に
と

っ
て
、
″
グ
ラ
フ
特
集
″
は
確
か
に
刺
激
的
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な

い
が
、
そ
の
受
容
と
理
解
に
関
し
て
は
、
混
乱
、
あ
る
い
は
、
と
ま
ど
い
が
あ

っ
た
こ
と
も
伺
え

る
。
そ
の
証
拠
に
は
、
昭
和
七
年
五
月
号
の

「編
集
雑
記
」
に
、
ヨ
一月
号
で
募
集
し
た

″
グ
ラ
フ

・
シ
ナ
リ
オ
″
は
意
外
の
不
成
績
だ

っ
た
。
量
に
於
い
て
は
編
集
部
を
面
食
は
せ
る
程
の
多
数
に

上

っ
た
が
、
質
に
於
い
て
採
用
す
べ
き
も
の
が

一
篇
も
な
か
っ
た
の
は
、
返
す
返
す
も
残
念
で
あ

る
」
と
あ
り
、
フ
ォ
ト

・
シ
ナ
リ
オ
の
懸
賞
公
募
に
意
図
し
た
よ
う
な
作
品
が
集
ま
ら
な
い
編
集

者
の
落
胆
の
談
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

多
く
の
読
者
に
は
、
こ
の

″
グ
ラ
フ
特
集
″
が
新
し
い
写
真
の
形
式
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

映
画
の
シ
ョ
ッ
ト
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
の
か
判
断
で
き
ず
、
十
分
な
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ン
ル
、
形
式
と
し
て
の
括
り
が
曖
味
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
、
混
乱
を
招

い
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
写
真
映
像
が
連
続
す
る
と
い
う
視
覚
体
験
に
対
し
て
目
の
訓
練
、
つ

ま
り
読
解
の
訓
練
が
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

無
論
、
巻
頭
に
別
刷
り
の
グ
ラ
フ
頁
を
置
く
と
い
う
雑
誌
編
集
の
形
式
は

『犯
罪
科
学
』
の
専

売
特
許
と
い
う
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
同
時
期
の
雑
誌
に
お
い
て
既
に
頻
繁
に
み
ら
れ
る
流
行
の

形
式
で
あ

っ
た
。
本
文
を
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
で
刷
り
、
写
真
を
効
果
的
に
見
せ
る
た
め
巻
頭
を
別

紙
で
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
を
用
い
る
と
い
う
使
い
分
け
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
以
降
の
印
刷
技
術
の
進

展
に
よ

っ
て
可
能
と
な
り
、
写
真
表
現
は
こ
の
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
技
術
の
普
及
に
よ
っ
て
印
画
か
ら

版
画

へ
と
比
重
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
代
に
お
け
る
他
の
グ
ラ
フ
特
集
と

『犯
罪
科
学
』
の

「グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
、
詳
細
に
比
較
し
て
み
る
と
、
や
は
り
同
列

に
扱
う
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
異
質
な
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
「首
都
貫
流
」
が
掲
載
さ
れ
た
昭
和
六
年
十
二
月
号
に
は
す
で
に
他
誌
に

お
け
る

″
グ
ラ
フ
特
集
″
と

『犯
罪
科
学
』
の

″
グ
ラ
フ
特
集
″
と
が
、
意
図
的
に
も
内
容
的
に

も
異
な
る
点
が
強
く
意
識
さ
れ
、
新
し
い
表
現
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
編
集
者
は
以
下
の
よ
う
に
力
説
し
て
い
る
。

一
枚
の
写
真
が
独
立
し
て
い
な
が
ら
何
枚
も
続

い
て
編
集
さ
れ
る
時
に
、
そ
こ
に
無
音
の
声

を
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
編
者
の
、
撮
影
者
の
意
図
を
叫
ん
で
い
る
。
物
の
形
を
単
な
る
形

と
し
て
撮
つ
た
写
真
は
古
い
。
生
活
の
な
い
写
真
は
困
る
。　
一
月
号
か
ら
は
ど
し
ど
し
こ
の
グ

ラ
フ
頁
を
発
展
さ
せ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

〓
一

「
ア
サ

ヒ
グ

ラ

フ
」

と

の
ち

が

い

日
本
に
お
け
る
グ
ラ
フ
雑
誌
の
代
表
は
、　
一
九
二

一
年
、
大
阪
朝
日
新
聞
の
日
曜
版
付
録
と
し

て
発
行
さ
れ
た

「朝
日
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
」
で
あ
ろ
う
。
翌
三
二
年
に
は

『国
際
写
真
情
報
』
が
、

二
三
年
に
は

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
が
創
刊
さ
れ
、
出
版
界
に
は
グ
ラ
フ
雑
誌
の
ブ
ー
ム
が
起
き

る
。
と
り
わ
け

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
は
、
写
真
を
大
胆
に
使

っ
た
大
型
雑
誌
と
し
て
知
ら
れ
、
文

章
は
見
出
し
と
説
明
文
程
度
に
と
ど
め
ら
れ
、
写
真
を
最
大
限
に
生
か
し
た
編
集
方
針
が
採
ら
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
編
集
の
重
心
は
徹
底
し
て

「見
る
」
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
を
切
り
抜
い
て
、
組
み
合
わ
せ

る
と
い
う

″
フ
ォ
ト

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
″
が
い
ち
早
く
試
み
ら
れ
、
報
道
写
真
と
は
異
な
る
新
鮮

な
視
覚
体
験
が
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
お
も
ち
や
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た

よ
う
な
フ
ォ
ト

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
作
品

「
カ
メ
ラ
幻
想
曲
」
は
、
膨
張
し
、
重
層
化
し
た
都
市
社

会
そ
の
も
の
を
表
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
消
費
記
号
と
刺
激
が
氾
濫
す
る
無
秩
序
な
世
界

を
捉
え
、
急
激
な
震
災
復
興
を
遂
げ
た
モ
ダ
ン
都
市

・
東
京
の
心
象
風
景
を
見
事
に
表
現
し
、

人
々
の
目
を
驚
か
し
、
楽
し
ま
せ
た
。

し
か
し

『犯
罪
科
学
』
の
編
集
者
は
、
そ
う
し
た
フ
ォ
ト

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
作
品
を

「物
の
形

を
単
な
る
形
と
し
て
」
集
め
て
コ
ラ
ー
ジ

ュ
し
た
だ
け
の
、
「生
活
の
な
い
写
真
」
で
あ
る
と
批

判
し
て
い
る
。
実
際
、
『犯
罪
科
学
』
に
お
け
る

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
、
単
純
に
写

真

（グ
ラ
フ
）
を
レ
イ
ア
ウ
ト
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
多
重
に
組
み
合
わ
せ
た
コ
ラ

ー
ジ
ュ
写
真
で
は
な
く
、
時
間
的
連
続
性
が
意
図
さ
れ
た
独
自
の
形
式
を
備
え
て
い
る
。
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ま
ず
、
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
の
そ
れ
を

一
覧
的
と
す
る
な
ら
ば
、
『犯
罪
科
学
』
の
そ
れ
は
、
線

状
的
で
あ
り
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
物
語
的
世
界
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
読
者
に

「見
る
こ
と
」
を
求
め
る
写
真
に
違

い
は
な

い
が
、
『犯
罪
科
学
』
に
お
け
る

「見
る
こ
と
」
と

は
、
「読
む
」
と
い
う
行
為
に
近
い
。
ヨ

枚
の
写
真
が
独
立
し
て
い
な
が
ら
何
枚
も
続
い
て
編
集

さ
れ
る
時
に
、
そ
こ
に
無
音
の
声
を
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
編
者
の
、
撮
影
者
の
意
図
を
叫
ん

で
い
る
」
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
連
続
す
る
写
真
を

「読
む
こ
と
」
を
通
じ
て
制
作
者
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
受
け
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、　
一
枚

一
枚
の
写
真
は
静
止
し
た
写
真
像
に
過
ぎ

な
い
が
、
意
図
的
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
見
る
者
を
能
動
的
に
巻
き
込
み
、
視
覚
の
運

動
性
を
生
起
さ
せ
る
だ
。
そ
れ
は
、
映
画
に
お
け
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
繋
が
り
の
よ
う
に
、
あ
る

い
は
今
日
に
お
け
る
ス
ト
ー
リ
ィ
漫
画
の
コ
マ
と

コ
マ
の
繋
が
り
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て

い
る
。

次
に
特
徴
的
な
の
は
、
「
フ
オ
ト

ｏ
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
が

一
頁
で
完
結
す
る
表
現
で
あ
る
の
に

対
し
、
「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
複
数
頁
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
頁
を
め

く
る
と
い
う
行
為
に
は
、
前
後
の
頁
を
空
間
的
、
時
間
的
経
験

へ
と
置
き
換
え
る
効
果
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
『犯
罪
科
学
』
と

い
う
雑
誌
が
、
手
に
と

っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
ハ
ン
デ
ィ
な

判
型
で
あ
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
大
型
な
タ
ブ
ロ
イ
ド
サ
イ
ズ
の

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
で
は
、
机

の
上
に
置

い
て
眺
め
回
す

（
一
覧
す
る
）
と
い
う
読
書
行
為
が
普
通
と
な
る
が
、
菊
判

（願
い
×

Ｄ
あ
）
と

い
う
小
さ
な
判
型
の

『犯
罪
科
学
』
で
は
、
視
線
の
振
幅
、
移
動
は
少
な
く
、
書
物
の

よ
う
に
手
に
取
り
な
が
ら
容
易
に
頁
を
捲
る
こ
と
が
で
き
る
。
頁
を
捲
る
と
い
う
受
容
行
為
は
、

次
に
何
が
あ
る
の
か
期
待
し
な
が
ら
読
む
と
い
う
能
動
的
な
行
為
で
も
あ
る
。

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
の
受
容
に
お
け
る
こ
う
し
た
空
間
的
、
時
間
的
な
読
書
経
験

は
、
見
開
き
頁
内
の
写
真
に
関
し
て
も
、
空
間
的
、
時
間
的
な
前
提
条
件
を
読
者
に
与
え
て
い

く
。
た
と
え
ば
、
川
の
写
真
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
川
の
自
然
な
流
れ
に
沿

っ
て
配

置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
読
者
に
は
了
解
さ
れ
、
最
初
の
写
真
が
仮
に
昼
の
風
景
で
あ
れ
ば
、

頁
を
捲
る
ご
と
に
次
第
に
時
間
が
経
過
し
、
や
が
て
は
夜
に
な
る
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。

一
方
、　
一
覧
的
受
容
形
式
で
あ
る

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
の

「
フ
オ
ト

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
で

は
、
瞬
間
あ
る
い
は
同
時
並
列
的
な
出
来
事
の
集
積
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
切
り
刻
ま
れ
て
コ

ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
た
写
真
は
読
者
に
強
い
シ
ョ
ッ
ク
効
果
を
与
え
る
が
、
時
間
的
空
間
的
な
諸
関
係

は
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
表
現
は
見
開
き
と

い
う
枠
組
み
を
飛
び
こ
え
る
こ
と
は
な

堀
野
と

一
緒
に

″
グ
ラ
フ
特
集
″
の
編
集
に
取
り
組
ん
だ
大
宅
壮

一
は
、　
一
九
三
二
年
二
月
号

の

「ゲ

ッ
ト

・
セ
ッ
ト

・
ド
ン
」
に
お
い
て
、
こ
こ
で
実
験
さ
れ
た
組
み
写
真
の
試
み
が
、
『
ア

サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
に
代
表
さ
れ
る
報
道
写
真
的

″
口
絵
グ
ラ
フ

（グ
ラ
フ

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
γ

と
は
ま

っ
た
く
違

っ
た
概
念
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

大
宅
に
よ
れ
ば
、
『犯
罪
科
学
』
の

″
グ
ラ
フ
特
集
″
は
、
「
カ
メ
ラ
の
対
象
を
初
め
、
ア
ン
グ

ル
や
ポ
ジ
シ
ョ
ン
や
ラ
イ
ト
に
い
た
る
ま
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
働
か
せ
て
、
十
分
効
果
を
あ
げ

る
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「各
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
の
重
心
を
典

へ
る
と
共

に
、
全
体
を
も

一
つ
の
テ
ー
マ
で
統

一
し
よ
う
と
し
た
」
実
験
的
な
試
み
で
あ

っ
た
。
言
い
換
え

れ
ば
、
「
グ
ラ
フ

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と

「
フ
ォ
ト

ｏ
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
の
方
法
論
が
融
合

し
、
ひ
と

つ
の
言
説
装
置
と
し
て
発
動
さ
せ
る
こ
と
が
目
論
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ

ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
し
再
配
置
し
た
だ
け
の
集
合
写
真
で
は
な
く
、
ス
ナ
ッ
プ
さ
れ
た

一
枚

一
枚
の
写
真
を

「イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
働
か
せ
て
」
意
図
的
に
再
編
集
し
、
新
た
な
視
覚
的

コ
ン
テ

ク
ス
ト
を
創
出
さ
せ
た
表
現
で
あ

っ
た
。

『犯
罪
科
学
』
に
お
け
る

″
グ
ラ
フ
特
集
″
の
転
機
と
な

っ
た

「首
都
貫
流
」
に
は
、
扉
の
頁

に
二
人
の
著
作
者
の
名
前
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
監
督

・
編
集
と
し
て
村
山
知
義
が
、
撮
影

と
し
て
堀
野
正
雄
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
村
山
知
義
は
、
劇
作
家
、
演
出
家
で
あ
り
、
日
本

最
初
の
構
成
派
の
装
置

「朝
か
ら
夜
中
ま
で
」
（築
地
小
劇
場
）
の
舞
台
装
置
を
制
作
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
る
。
撮
影
の
堀
野
正
雄
も
築
地
小
劇
場
の
舞
台
写
真
を
多
く
撮

っ
て
お
り
、
村
山

と
は
周
知
の
仲
で
あ
る
。
写
真
表
現
の
過
程
で
は
耳
慣
れ
な
い

「監
督

・
編
集
」
と
い
う
役
割
で

あ
る
が
、
『犯
罪
科
学
』
の

″
グ
ラ
フ
特
集
″
で
は
不
可
欠
な
共
働
制
作
者
で
あ
る
。

『犯
罪
科
学
』
の

″
グ
ラ
フ
特
集
″
は

一
九
三

一
年
四
月
号
か
ら
始
ま
り
、　
一
九
三
二
年
十
二

月
号
ま
で
の
三
二
回

（内

一
回
は
増
刊
号
）
続
い
て
い
る
。
そ
の
内
、
写
真
家

・
堀
野
正
雄
が
制

作
に
関
係
し
た
も
の
は

一
一
回

（未
見
が
あ
る
か
ら

一
二
回
の
可
能
性
も
あ
る
）
あ
り
、
ほ
ぼ
全

四

大
宅
)1士

と

ゲ
ツ
ト

セ
ツ
ト

ド
ン
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体
の
半
数
に
及
ん
で
い
る
。
「監
督

・
編
集
」
の
役
割
を
果
た
し
た
共
働
制
作
者
は
、
村
山
知

義
、
大
宅
壮

一
、
千
田
是
也
、
北
川
冬
彦
、
武
田
麟
太
郎
、
久
野
豊
彦
等
で
あ
る
。
堀
野
が
関
わ

る
こ
と
が
な
か

っ
た
回
の
ほ
と
ん
ど
が
編
集
部
に
よ

っ
て
集
め
ら
れ
た
写
真
で
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
（伊
奈
信
男
の
回
は
伊
奈
自
身
が
蒐
集
し
た
写
真
。
た
だ
し
新
た
に
用
意
し

た
の
で
は
な
く
、
既
に
発
表
さ
れ
た
写
真
を
再
構
成
し
て
い
る
）
、
堀
野
以
外
の
も
の
に
関
し
て

は
表
現
上
の
独
自
性
が
希
薄
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従

っ
て
、
『犯
罪
科
学
』
の

″
グ

ラ
フ
特
集
″
を
考
察
す
る
場
合
、
堀
野
と
堀
野
で
な
い

″
グ
ラ
フ
特
集
″
と
を
分
け
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
区
別
は
、
堀
野
に
従
え
ば
、
単
な
る

「
グ
ラ
フ
」
と

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

五
　
映
画

・
印
刷

・
写
真

堀
野
は
新
し
い
写
真
表
現
に
は
、
「グ
ラ
フ

（写
真
グ
ラ
フ
と

と

「グ
ラ
フ
ｏ
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
と
い
う
二
つ
の
形
式
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

極
め
て
自
由
に
、
興
味
本
位
に
面
白
い
写
真
を
纏
め
て
、
個
々
の
写
真
よ
り
以
上
の
興
味
深
い

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
る
方
法
と
、
初
め
か
ら
あ
る
意
図
を
強
調
す
る
為
に
、　
一
つ
の
目
的
意
識

を
忘
れ
な
い
で
個
々
の
写
真
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
効
果
を
典
へ
る
様
に
構
成
す
る
方
法
と
が
現
在

試
み
ら
れ
て
い
る
。

前
者
が
、
堀
野
の
関
与
し
て
い
な
い

″
グ
ラ
フ
特
集
気

あ
る
い
は

『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
の
よ

う
な

一
覧
的
受
容
形
式
の

「
フ
ォ
ト

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
で
あ
り
、
後
者
が

『犯
罪
科
学
』
誌
面

上
で
堀
野
が
関
与
し
た

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「グ
ラ
フ

・
モ
ン

タ
ー
ジ

ュ
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
写
真
を
撮
る
、
収
集
す
る
こ
と
の
目
的
と
し
て
、
作
者
の

「意

図
」
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の

「意
図
」
に
従

っ
て
写
真
を
撮
り
、
収
集
し
、
効
果
ね
ら

つ
て

構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

堀
野
は
さ
ら
に
、
従
来
の
写
真
表
現
と

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
と
の
相
違
点
に
つ
い

て
、
「
Ａ
　
個
々
の
写
真
は
、
グ
ラ
フ
全
体
を
構
成
す
る
為
の

一
要
素
に
し
か
過
ぎ
な
い
こ
と
／

Ｂ
　
従

っ
て
、
あ
る
主
題
が
作
品
全
体
の
評
価
に
於
て
は
重
要
な
る
こ
と
／
Ｃ
　
表
現
手
段
は
必

ず
写
真
印
刷
技
術
に
檬
る
こ
と
―
等
で
あ
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。

「個
々
の
写
真
は
、
グ
ラ
フ
全
体
を
構
成
す
る
為
の

一
要
素
に
し
か
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
主
張

は
、
写
真
表
現
を
絵
画
に
匹
敵
す
る

「芸
術
」
と
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る

「芸
術
写
真
」

一
派

へ
の

批
判
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「表
現
手
段
は
必
ず
写
真
印
刷

技
術
に
檬
る
こ
と
」
に
あ
り
、
従
来
の
写
真
家
の
仕
事
は
、
写
真
を
作
る
こ
と
が
終
局
の
目
的
で

あ

っ
た
が
、
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
専
門
家
は
、
写
真
印
刷
の
効
果
を
予
期
し
た
写
真
原
稿

を
作
る
の
に
あ
る
と
い
う
堀
野
の
認
識
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
写
真
家
が
、
単
に
印
画
を
作

る
だ
け
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
、
写
真
網
版
、
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
な
ど
に
よ

る
写
真
再
現
の
効
果
を
周
知
し
、
写
真
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
予
め
変
化
す
る
こ
と
を
予
測
す
る
こ
と

が
重
要
だ
と
主
張
し
た
。

よ
う
す
る
に
、
「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
印
刷
さ
れ
て
初
め
て
作
品
と
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
写
真
家
が
印
画
紙
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
、
作
品
の
仕
上
が
り
を
左
右
す
る
製
版
、
印

刷
イ
ン
キ
、
印
刷
紙
、
印
刷
方
法
を
熟
知
す
る
こ
と
は
、
創
作
行
為
の

一
環
で
あ

っ
た
。
こ
う
し

た
印
刷
に
よ
る
大
量
生
産
を
前
提
と
し
た
写
真
の
あ
り
方
は
、
印
画
を
前
提
と
し
た

「芸
術
写

真
」
か
ら
の
決
別
を
意
味
す
る
。

堀
野
は
、
「グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
を
制
作
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
論
を
二
通
り
提

示
し
て
い
る
。
第

一
の
方
法
は
、
「最
初
、
あ
る
イ
デ
ー
を
シ
ナ
リ
オ
に
纏
め
、
そ
れ
を
更
に
コ

ン
テ
イ
ニ
テ
ィ
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
か
ら
、
個
々
の
素
材
を
蒐
集
し
て

一
つ
の
作
品
を
構
成
す
る
方

法
」
で
あ
り
、
第
二
の
方
法
は
、
あ
ら
か
じ
め

「蒐
集
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
内
か
ら
、
あ
る

テ
ー
マ
を
強
調
す
る
為
に
、
そ
れ
を
よ
り
効
果
的
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
方
法
」
で
あ
る
。
前
者
に

は
、
シ
ナ
リ
オ
と
コ
ン
テ
ィ
ニ
テ
ィ
に
基
づ
い
て
ロ
ケ
ハ
ン
を
行
い
実
際
に
撮
影
す
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
が
、
後
者
は
雑
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
の
複
写
や
写
真
家
の
既
存
の
フ
ォ
ト
テ

ー
ク
の
中
か
ら
拾
い
出
す
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
実
際
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
と
、
雑

誌
な
ど
の
印
刷
物
の
複
写
が
混
在
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

複
写
と
実
際
の
撮
影
を
混
在
さ
せ
て
も
構
わ
な
い
と
す
る
制
作
態
度
は
、
構
造
化
に
よ
る
意
味

作
用
に
比
重
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
写
真
の
混
在
は
、
「
フ
オ
ト

・
モ

ン
タ
ー
ジ

ュ
」
に
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
現
象
で
あ

っ
た
。
た
が
し
か
し
、
「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
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―
ジ

ュ
」
の
実
践
が
繰
り
返
さ
れ
、
次
第
に
形
式
と
そ
の
概
念
が
定
ま
る
に
つ
れ
て
、
堀
野
は
印

刷
物
の
複
写
や
既
存
の
フ
ォ
ト
テ
ー
ク
を
使
わ
な
く
な
る
。
意
図
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
真
実

性
と
信
憑
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、
堀
野
は
極
力
新
た
に
取
材
し
て
撮
影
さ
れ
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真

を
使
う
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
、

」ゝ
う
し
た
制
作
過
程
と
印
刷
に
よ
る
再
現
を
必
要
と
す
る

表
現
で
あ
る
が
故
に
、
撮
影
行
為
に
専
念
す
る
写
真
家
の
ほ
か
に
、
予
め
シ
ナ
リ
オ
を
書

い
た

り
、
コ
ン
テ
を
描
い
た
り
、
効
果
的
な
レ
イ
ア
ウ
ト
を
考
え
る
共
働
作
業
者
が
不
可
欠
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
村
山
が

「首
都
貫
流
」
に
お
い
て

「監
督

・
編
集
」
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
た
の
は
、

そ
の
役
割
分
担
が
映
画
に
お
け
る
カ
メ
ラ
マ
ン
と
監
督
の
関
係
に
類
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
捉
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
印
刷
を
基
本
と
し
た
そ
の
表
現
形
式
は
、
複
製
技
術
に
支
え
ら

れ
た
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
映
画
に
お
け
る
集
団
的
受
容
を
連
想
さ
せ
る
。

堀
野
に
と

っ
て
映
画
と
写
真
と
印
刷
の
三
様
は
、
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
水
面
下
に
お

い
て

「
一
脈
の
岩
の
連
続
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

我
々
の
時
代
に
於
て
社
会
の
最
尖
端
に
存
在
す
る

一
つ
の
大
き
な
流
れ
こ
そ
、
映
画

・
印
刷

・

写
真
、
と
称
し
て
も
過
言
で
は
な
い
と
信
じ
ま
す
。
我
々
の
生
活
は
之
等
の
三
者
に
依

っ
て
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

エ
ハ
　
板

垣
鷹

穂

に
よ
る

「
グ

ラ

フ
の
社
会
性
」

最
後
に
、
堀
野
が

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」

へ
傾
倒
す
る
き

っ
か
け
を
与
え
た
美
術
評
論

家

・
板
垣
鷹
穂
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、　
一
九
三
〇
年
代
に

″
機
械
美
学
″
を
標
榜
し
、
写
真
、
映
画
、
建
築
批
評
家

と
し
て
活
躍
し
た
板
垣
鷹
穂
は
、
モ
ホ
リ
＝
ナ
ギ
の

「
タ
イ
ポ
フ
オ
ト
」
を

い
ち
早
く
取
り
入

れ
、
彼
の
代
表
著
作

『機
械
と
芸
術
と
の
交
流
』
貧

九
二
九
年
）
の
巻
頭
口
絵
に
お
い
て
展
開

し
た
。
板
垣
は
そ
の
後
、
『中
央
公
論
』
貧

九
三

一
年
十
月
）
の

″
口
絵
グ
ラ
フ
″
で
堀
野
正
雄

と
コ
ン
ビ
を
組
み
、
「大
東
京
の
性
格
」
と
題
し
た
日
本
に
お
け
る

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」

の
先
駆
的
な
作
品
を
発
表
し
た
。
震
災
復
興
を
経
て
膨
張
す
る
都
市

「大
東
京
」
の
相
貌
を
、
小

型
カ
メ
ラ
と
高
感
度
フ
ィ
ル
ム
を
駆
使
し
撮
影
さ
れ
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
に
よ
る
こ
の

「組
み
写

真
」
作
品
は
、
断
片
的
か
つ
機
械
的
な
報
告
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
東
京
の

「性
格
」
を
枠
づ

け
る
も
の
で
あ

っ
た
。
巨
大
な
も
の
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
写
真
に
よ

っ
て
対
象
を

「縮
小
」

さ
せ
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
移
り
変
わ
る
都
市
の
表
情
を
摂
取
す
る
た
め
に
は
、
瞬
間
を
写
し

取
る
ス
ナ
ッ
プ
写
真
の
技
術
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
。

板
垣
に
よ
れ
ば
、
グ
ラ
フ
形
式
に
関
す
る
理
解
は
、
無
声
映
画
に
よ
る
文
章

（ネ
ー
ム
）
と
イ

メ
ー
ジ
の
組
合
せ
に
よ

っ
て
す
で
に
人
び
と
に
経
験
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

か
つ
て
、
小
説
と
映
画
の
間
に
そ
の
社
会
的
優
位
性
を
比
較
す
る
議
論
が
、
日
本
の
文
壇
を

賑
は
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
言
葉
を
透
し
て
表
現
さ
れ
る
芸
術
よ
り
も
直
接
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ

つ
て
構
成
さ
れ
る
芸
術
の
方
が
、
よ
り
現
代
的
で
あ
る
―
と
い
う
意
向
が
、
こ
の
機
会
に
繰
返

し
説
か
れ
た
。
（中
略
）

し
か
し
、
こ
れ
等
の
分
析
を
別
に
し
て
も
、
「現
代
の
特
質
」
を
理
解
す
る
上
で
特
に
興
味

を
惹
く
著
し
い
現
象
は
、
現
代
芸
術
に
対
し
て
直
接
間
接
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
と
、
現

代
人
の
理
解
力
が
特
に
映
画
的
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

断
る
ま
で
も
な
く
、
映
画
の
表
現
中
に
聴
覚
的
要
素
が
摂
取
さ
れ
て
、
本
来
の
視
覚
的
要
素

と
の
間
の
構
成
関
係
が
極
め
て
複
雑
化
し
特
殊
化
さ
れ
た
現
状
と
し
て
は
、
他
の

一
般
芸
術
に

そ
の
具
体
的
な
影
響
を
看
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
無
音
映
画
時
代
の
、
文

字
と
イ
メ
ー
ジ
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
形
式
は
、
社
会
生
活
上
の

一
般
的
な
表
現
技
法
と
し

て
、
既
に
普
及
し
き

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

板
垣
の
議
論
に
寄
り
添

っ
て

「
グ
ラ
フ

ｏ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
映
画
と

の
関
係
が
よ
り
鮮
明
な
も
の
と
な

っ
て
く
る
。
直
裁
的
に
視
覚
に
訴
え
る
写
真
と
線
形
的
な
読
み

を
要
求
す
る
文
章
が
交
錯
す
る

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
に
は
、
ど
こ
か
ら
読
み
始
め
る
べ

き
な
の
か
、
明
瞭
な
指
示
は
見
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
映
像
と
文
章

（ネ
ー
ム
）
の
区
別
を
感
じ

さ
せ
な
い
よ
う
、
文
字
に
大
小
を

つ
け
た
り
、
縦
組
み
と
横
組
み
を
混
在
さ
せ
た
り
し
て
、
全
体

を
統

一
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
仕
立
て
て
い
る
。
し
か
し
、
文
字
の
大
小
に
は
、
発
声
の
強
弱
や
読
み

の
進
行
時
間
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
は
板
垣
が



馬場 伸彦 三堀野正雄とグラフ 。モンタージュ(81)

指
摘
し
た

「絵
画
か
ら
写
真

へ
、
写
真
か
ら
グ
ラ
フ
ヘ
の
道
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

一
九
三
二
年
三
月
号
の

「終
点
」
（写
真
）
、
同
年
六
月
号
の

「浅
草
に
生
き
る
人
び
と
」
（写

真
）
、
同
年
八
月
号

「水
上
生
活
者
」
（写
真
）
と
回
を
重
ね
る
た
び
に
、
堀
野
の
「
グ
ラ
フ
・
モ
ン

タ
ー
ジ
ュ
」
は
、
さ
ら
に
映
画
の
視
覚

へ
と
接
近
す
る
。
あ
た
か
も
ジ
ガ

・
ヴ

ェ
ル
ト
フ
の

『
カ

メ
ラ
を
持

っ
た
男
』
貧

九
二
九
年
、
ロ
シ
ア
）
の
よ
う
に
、
分
割
、
接
写
、
俯
蹴
、
多
重
露
光

な
ど
の
シ
ョ
ッ
ト
が
効
果
的
に
使
用
さ
れ
、　
一
層
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

都
市
の
断
片
や
細
部
を
微
視
的
に
ス
ナ
ッ
プ
し
た
写
真
と
全
体
を
俯
隊
す
る
巨
視
的
な
写
真
、

「
グ
ラ
フ

・
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
、
複
雑
化
し
て
カ
タ
ロ
グ
の
よ
う
に
部
分
に
触
れ
る
こ
と
し
か

で
き
な
い
大
都
市
の
相
貌
を
、
客
観
的
な

「機
械
の
目
」
に
よ

つ
て
自
在
に
切
り
取
り
、
組
み
合

わ
さ
れ
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
線
形
的
に
連
続
す
る
視
覚

へ
と
変
え
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
混
沌
と

し
漠
然
と
し
て
い
た
は
ず
の
世
界
が
、
あ
た
か
も
映
画
を
観
る
が
ご
と
く
理
解
し
や
す
い
形
式
に

整
え
ら
れ
て
い
る
。
不
可
視
と
な

っ
て
い
た
都
市
の
裏
面
と
暗
部
は
、
「
グ
ラ
フ

ｏ
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
に
よ
っ
て
誰
の
目
に
も
理
解
で
き
る
出
来
事

へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
。
「
グ
ラ
フ

・
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
」
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
的
経
験
が
現
実
的
経
験
に
先
行
し
優
勢
と
な

っ
て
い
く
、
「
メ

デ
ィ
ア
的
現
実
」
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
メ
デ
ィ
ア
的
リ
ア
リ
テ
ィ
こ
そ
、
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
を
意
図
し
た
戦
時
下
に
お
け
る
グ
ラ
フ
雑
誌
の
隆
盛
に
結
び

つ
く
視
覚
に
ち
が
い
な

い
。江ヽ０

　
伊
奈
信
男

『写
真
昭
和
五
十
年
史
』
朝
日
新
聞
社
　
昭
和
五
十
三
年
四
月

②
　
木
村
の

「新
興
写
真
」
に
関
す
る
主
張
は
、
『
フ
オ
ト
タ
イ
ム
ス
』

一
九
三

一
年
八
月
号
の

「そ
の
後

の
新
興
写
真
運
動
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「従
来
の
写
真
術
に
対
す
る

一
切
の
概
念
を
捨
て
て
、
科
学

的
な
眼
に
よ

つ
て
対
象
物
を
見
直
さ
う
と
す
る
態
度
は
は
つ
き
り
し
て
来
た
、
カ
メ
ラ
を
カ
メ
ラ
以
上

に
駆
使
す
る
技
術
を
朧
げ
な
が
ら
に
も
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
…
傾
向
的
に
は
写
真
印
刷
、
又
は

大
量
生
産
を
前
提
と
し
。
技
術
的
に
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
認
識
と
レ
ン
ズ
ア
イ
の
肯
定
。
対
社
会
的
に
は

あ
ら
ゆ
る
社
会
層
、
又
は
生
活
層
に
向
か

つ
て
の
広
汎
な
応
用
写
真
術
の
開
拓
が
我
等
の
宣
言
し
た
主

張
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。」
（『
フ
オ
ト
タ
イ
ム
ス
』

一
九
三

一
年
八
月
号
　
木
村
専

一

「そ
の
後
の
新
興

写
真
運
動
」
所
収
）

０
　
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
に
関
し
て
は
ド
ー
ン

・
エ
イ
ズ
、
岩
本
憲
児
訳

『
フ
オ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ

操
作
と
創
造
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
三
〇
〇
〇
年
十
二
月
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
未
来
派
の
写
真
は

ｏ
δ
‐

く
＞
Ｚ
Ｚ
日
ｒ
【∽
日
＞

［
「
Ｃ
日
⊂
月
日
∽
〓

や

「
〓
〇
日
０
０
刀
＞
”
工
く
］

日
①
『
２

ｏ
ｃ
巨
一∽
〓
ｑ
∽
、　
に

紹
哭
Ｔ
さ

れ

て

い

る

。

０
　
「タ
イ
ポ
フ
オ
ト

（日
を
ｏ♂
［３

と
は
何
か
。
／
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
印
刷
で
形
に
さ
れ
た
伝
達
で

あ
る
。
／
写
真
は
光
学
的
に
把
握
で
き
る
も
の
の
視
覚
的
表
現
で
あ
る
。
／
タ
イ
ポ
フ
オ
ト
は
視
覚
的

に
最
も
厳
密
に
表
現
さ
れ
た
伝
達
で
あ
る
。」
（モ
ホ
リ
＝
ナ
ギ

『絵
画

。
写
真

・
映
画
』
バ
ウ
ハ
ウ
ス

叢
書
８
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、　
一
九
三
三
年
七
月
）

０
　
モ
ホ
リ
＝
ナ
ギ
に
よ
れ
ば
、
「映
画

《
大
都
市
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
》
は
何
か
を
教
え
る
の
で
も
な
く
、

道
徳
を
説
く
の
で
も
、
物
語
を
語
る
の
で
も
な
い
、
そ
れ
は
視
覚
的
に
、
た
だ
視
覚
的
に
の
み
作
用
す

る
は
ず
だ
。
視
覚
的
な
も
の
の
諸
要
素
は
そ
こ
に
お
い
て
論
理
的
に
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
は
写
真
的

。
視
覚
的
関
係
を
通
し
て
時
空
間
的
出
来
事
の
生
き
た

連
鎖
を
つ
く
り
あ
げ
、
観
衆
を
積
極
的
に
都
市
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
引
き
入
れ
る
。」
も
の
だ
と
さ
れ

る
。
文
字
、
記
号
、
写
真
を
印
刷
平
面
上
に
レ
イ
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
達
は
線
の
次
元
を
超

え
て
、
同
時
的
、
電
送
的
と
な
る
。
「タ
イ
ポ
フ
オ
ト
」
と
は
、
「映
画
の
時
代
」
の
視
覚
的
態
度
か
ら

誕
生
し
た
新
し
い
伝
達
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

０
　
『犯
罪
科
学
』
武
侠
社
、　
一
九
三
〇
年
六
月

一
日

（第

一
巻
第

一
号
創
刊
号
）

０
　
フ
オ
ト

・
シ
ナ
リ
オ
懸
賞
募
集

長
足
の
進
歩
を
し
て
い
る
我
が
グ
ラ
フ
界
を
常
に
リ
ー
ド
し
て
来
た
本
誌
は
、
更
に
シ
ナ
リ
オ
を
募

る
。
ま
だ
世
界
で

一
度
も
試
み
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
フ
オ
ト

・
シ
ナ
リ
オ
ー
敢
て
天
才
の
開
拓
を
待
と

規
定

一
、
『犯
罪
科
学
』
の
巻
頭
グ
ラ
フ
に
相
応
し
い
も
の
。
興
味
深
く
、
し
か
も
芸
術
的
進
取
的
な
も
の

で
あ
り
た
い
。

一
、
各
頁
毎
に
撮
影
す
べ
き
も
の
を
ま
と
め
、
こ
れ
に
そ
の
主
題
と
ネ
ー
ム

（写
真
説
明
）
を
附
す

こ

と

。

一
、
撮
影
す
べ
き
も
の
は
、
時
候
や
土
地
に
、
（殊
に
外
国
は
不
可
）
を
考
慮
に
入
れ
て
監
督
構
成
者

カ
メ
ラ
マ
ン
の
行
動
を
束
縛
し
な
い
様
に
努
め
る
こ
と
。

一
、
被
写
物
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
詳
細
に
書
き
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
（カ
メ
ラ
の
位
置
、
時

間
、
ダ
ブ
ル
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
等
構
成
技
巧
筆
）

一
、
採
用
の
分
に
は
薄
謝
を
呈
す
る
。

一
、
構
成
者
、
カ
メ
ラ
マ
ン
は
当
選
発
表
と
同
時
に
発
表
す
る
。

一
、
〆
切
は
二
月
末
日
。

０
　
堀
野
正
雄

「グ
ラ
フ
・
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
実
際
」
、
『光
画
』
昭
和
七
年
七
月
所
収

０
　
堀
野
正
雄

「映
画

ｏ
印
刷

ｏ
写
真
」
、
『現
代
写
真
芸
術
論
』
天
人
社
　
一
九
三
〇
年
六
月
所
収

⑩
　
板
垣
鷹
穂

「グ
ラ
フ
の
社
会
性
」
（板
垣
鷹
穂

『芸
術
界
の
基
調
と
時
潮
』
六
文
館
、　
一
九
三
二
年
二

月
）

０
　
板
垣
鷹
穂
、
前
掲
書
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一――――Reconstituted reality of media―

BABA Nobuhiko

Abstract: In the magazine“ Haんzα J Kagα た
“

", Masao Horino who practiced the“ GrttρんMo湾′αgθ "which newly

appeared in 1930's, Nobuo lna and Takaho ltagaki, active critics of photographs defined the position of the

``(3・
呻 乃Moκ rαg`" in the stream of new arts in Westem Europe.That is to say, in the history of expression, it

was regarded as introduced from Western Europe and translated into Japanese。

However,a survey of a series of works named“ Grαρtt νθη′αg`"rnade us know that it had gradually acquired

a style of expression of its own through trial and error, though it looked like a literal translation at the carly

stage of the introduction。

There, the desires of the masses to peep excitingly and safely the dark or back side of the society through

the sight of rnedia were symbolized,and the composition and the form which required a “scenario" Πlight have

been a new expression that bridged over the photograph news and the movies.

Basically,the photographs used in the “Grαρtt νθκ′αg`" were ``real photos".But,the composition consisted

of a set of continuous photographs was ingeniously controHed by the intention of the producer.

If l dare to cite a similar work,it would be the■ lm“ハイαη Иガル θ
“
θソJθ θα

“
θ″ "by Dziga― Ve■ov(1929,

Russia)。 They have both oЦ ecti宙 ty and reality acquired through the“ camera―eye"and narat市 es stmctured by

the organizer,and they are persuasive enough as a means of expressing the complicated aspects of large cities.

In this report, I singled out the “Grαρカ ハイθ4ragι
" which won popularity in the magazine “武Qκ zα

j Kα―

gαた
“
∫" of 1930's and l investigated the relevancy with the art of reproduction of rnovies or printings.

要旨 :雑誌『犯罪科学』において,1930年 代に登場 した新しい「グラフ 0モ ンタージュ」は,そ の実

践者である堀野正雄,ま た写真評論家として活躍した伊奈信男や板垣鷹穂らによつて,西欧で勃興した

「新興芸術」の流れの中に位置づけられている。「グラフ・モンタージュ」と名付けられた一連の作品群

を概観してみると,移入初期においては直裁的な翻訳のようであったが,そ の後試行錯誤を経て次第に

独自の表現形式を獲得していったことが分かる。そこには社会の暗部や裏面をメデイアの視覚を媒介に

して安全かつ刺激的に覗き見たいという大衆の欲望が表象され,ま た,「 シナリオ」を必要としたその

構成と形式は,写真報道と映画を架橋する新しい表現であつたにちがいない。

(82)


