
34

翻訳論文［デザインの形而上学　―デ・キリコ、キアロスタミ、小津安二郎におけるオブジェの感覚―］池野 絢子（原著 マッシモ・レオーネ　共訳 片桐 亜古）

京都造形芸術大学 紀要［GENESIS］第21号

デ
ザ
イ
ン
の
形
而
上
学

　
　
　
―
デ
・
キ
リ
コ
、
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
、
小
津
安
二
郎
に
お
け
る
オ
ブ
ジ
ェ
の
感
覚
―

池
野 
絢
子
（
原
著 

マ
ッ
シ
モ
・
レ
オ
ー
ネ
　
共
訳 

片
桐 

亜
古
）

一
、
デ
・
キ
リ
コ

　
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
デ
・
キ
リ
コ
（
一
八
八
八
年
七
月
一
〇
日
ヴ
ォ
ロ
ス
―
一
九
七
八
年
十
一
月
二
〇
日
ロ
ー
マ
）

の
絵
画
に
特
徴
的
な
の
は
、
常
識
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
の
配
置
を
破
壊
し
て
、
再
提
示
し
た
い
と

い
う
願
望
で
あ
る
。
彼
の
絵
画
に
は
、
通
常
と
は
異
な
る
オ
ブ
ジ
ェ
同
士
の
結
び
つ
き
が
姿

を
現
わ
す
。
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
習
慣
的
な
文
脈
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
、
奇
妙
な
位
置
に
置
か
れ

て
、
事
物
の
隠
さ
れ
た
現
実
や
、
そ
の
形
而
上
的
現
実
に
つ
い
て
、
新
た
な
思
索
の
可
能
性

を
開
く
。
デ
・
キ
リ
コ
の
「
理
論
的
」
文
章
ほ
ど
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
脱-

親
密
化
と
い
う
こ
の

戦
略
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
デ
・
キ
リ
コ
は
、
家
具
の
形
而
上
的
な
潜
在

力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
私
た
ち
が
子
ど
も
の
頃
か
ら
見
慣
れ
て
い
る
家
具
は
、
多
く
の
人
々
が
知
っ
て
い
る

感
覚
を
呼
び
覚
ま
す
。人
は
、家
具
が
ご
く
特
異
で
奇
妙
な
考
え
を
私
た
ち
に
目
覚
め
さ

せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
な
ど
認
め
は
し
な
い
。
だ
が
、
い
つ
か
ら
か
私
は
経
験
に
よ
っ

て
、
そ
ん
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
う
る
と
知
っ
て
い
る
の
だ
。

　
ベ
ッ
ド
、
冷
蔵
庫
、
肘
掛
け
椅
子
、
ソ
フ
ァ
ー
、
テ
ー
ブ
ル
。
そ
れ
ら
が
持
つ
特
異

な
側
面
に
気
づ
く
の
は
、
唐
突
に
道
で
見
つ
け
た
と
き
、
つ
ま
り
私
た
ち
が
見
慣
れ
て

い
な
い
文
脈
の
な
か
で
見
た
と
き
だ
。
た
と
え
ば
引
越
の
最
中
と
か
、
あ
る
い
は
あ
る

区
域
の
、
商
人
の
家
の
前
で
、
歩
道
に
品
物
の
大
部
分
を
展
示
し
て
い
る
と
き
の
よ
う

に
。
家
具
は
そ
の
と
き
、
新
た
な
光
の
も
と
に
、
あ
る
奇
妙
な
孤
独
を
ま
と
っ
て
現
れ

る
。
そ
こ
か
ら
偉
大
な
親
密
さ
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、こ
う
言
っ
て
良
け
れ
ば
、都
市

の
雑
踏
の
生
活
の
さ
な
か
、
人
々
が
慌
た
だ
し
く
行
き
来
す
る
歩
道
の
上
で
、
家
具
が

占
め
る
こ
の
狭
い
空
間
に
、
奇
妙
な
幸
福
が
波
打
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
奇
妙
で
巨
大

な
幸
福
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
祝
福
さ
れ
た
神
秘
的
な
区
画
か
ら
発
さ
れ
る
と
、
た
と

え
怒
り
狂
っ
た
海
洋
に
轟
く
波
が
攻
め
た
て
て
も
、無
駄
に
終
わ
る
こ
と
だ
ろ
う
。（D

e 

C
hirico 1927 : 4

）

　
オ
ブ
ジ
ェ
の
形
而
上
的
な
潜
在
力
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
着
想
は
、《
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
駅
出

発
の
不
安
》（
図
１
）
と
い
っ
た
デ
・
キ
リ
コ
の
パ
リ
時
代
の
い
く
つ
か
の
絵
画
に
変
貌
す
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
一
房
の
バ
ナ
ナ
が
画
面
の
右
下
部
を
占
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
デ
・
キ
リ
コ
に
よ
る
居
心
地
の
悪
い
オ
ブ
ジ
ェ
の
配
置
が
、
よ
り
精
緻
に
、
最

大
の
効
果
を
上
げ
る
の
は
、
と
り
わ
け
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
―
―
イ
タ
リ
ア
の
形
而
上
芸
術
の
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
都
市
―
―
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
彼
が
フ
ェ
ッ
ラ
ー

ラ
で
描
い
た
《
少
女
の
計
画
》（
図
２
）
で
は
、画
面
の
背
景
の
左
側
に
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
に
あ
る

城
〔
エ
ス
テ
ン
セ
城
〕
の
城
壁
が
比
較
的
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
お
り
、他
方
で
前
景
は
、一
つ

は
垂
直
、
一
つ
は
水
平
に
置
か
れ
た
二
枚
の
板
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
板
の
上
を
、
複
数
の
直
線
が
複
雑
に
横
切
っ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
絵
画
の
表
象
は
再
び
、
空
間
の
幾
何
学
化
の
手
続
き
に
基
づ
く

こ
と
に
な
る
。
そ
の
表
象
は
、
多
様
で
あ
る
と
同
時
に
矛
盾
に
満
ち
た
指
針
を
明
ら
か
に
す

る
。
け
れ
ど
も
、
絵
画
の
場
面
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
城
よ
り
も
巨
大
な
オ
ブ
ジ
ェ
の
方

で
あ
る
。
垂
直
の
板
に
釘
で
打
止
め
ら
れ
た
手
袋
、
そ
れ
に
水
平
の
板
の
上
の
冊
子
、
小
さ

な
箱
、
そ
し
て
糸
巻
き
。
デ
・
キ
リ
コ
の
絵
画
の
遍
歴
の
な
か
で
は
、
釘
付
け
さ
れ
た
手
袋

は
け
っ
し
て
真
新
し
い
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
で

に
《
愛
の
歌
》（
図
３
）
に
も

登
場
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ゴ
ム
手
袋

は
、
当
時
ち
ょ
う
ど
商
品
化

さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
詩

人
で
あ
り
友
人
で
あ
っ
た

ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル

（
一
八
八
〇
年
八
月
二
六
日
ロ
ー
マ

―
一
九
一
八
年
十
一
月
九
日
パ
リ
）

に
語
っ
た
よ
う
に
、
デ
・
キ

リ
コ
が
そ
れ
を
買
い
も
と

め
た
の
は
、
使
う
た
め
で
は

な
く
、
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
が
持

図1　ジョルジョ・デ・キリコ《モンパルナス駅　出発の不安》1914年、
1935年ルツェルンで初展示、カンヴァスに油彩、140×184.5cm、

ニューヨーク近代美術館
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板
と
一
連
の
オ

ブ
ジ
ェ
の
編
成

に
対
立
す
る
か

の
よ
う
に
見
え

る
。
そ
れ
ら
一
連

の
オ
ブ
ジ
ェ
の

意
味
は
、
釘
打
た

れ
た
手
袋
と
の

対
置
に
よ
っ
て

明
確
な
も
の
に

な
る
の
だ
。
す
な

わ
ち
、
開
か
れ
た
ノ
ー
ト
、
糸
巻
き
、
閉
じ
た
箱
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
す
べ
て
、
手
袋
と
は

反
対
に
、生
の
活
動
と
そ
の
希
望
へ
の
言
及
で
あ
り
、運
命
（
閉
じ
た
箱
）
が
や
が
て
起
こ
る
こ

と
の
た
め
に
取
り
置
い
て
あ
る
、未
だ
知
ら
ぬ
巡
り
合
わ
せ
な
の
だ
。《
少
女
の
計
画
》
と
い

う
絵
画
の
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
解
釈
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
タ
ブ
ロ
ー
の
メ
ラ
ン

コ
リ
ッ
ク
な
調
子
は
、
背
景
に
あ
る
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
の
城
の
存
在
か
ら
―
―
す
な
わ
ち
、
イ

タ
リ
ア
で
も
っ
と
も
「
神
秘
的
な
」
都
市
の
一
つ
へ
の
参
照
か
ら
生
じ
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
何
に
も
ま
し
て
、
対
象
の
異
常
な
配
置
か
ら
生
じ
て
い
る
。
日
常
生
活
の
簡
素
な
オ
ブ

ジ
ェ
が
、
画
面
の
な
か
で
そ
う
し
た
方
法
で
知
覚
さ
れ
、
組
織
化
さ
れ
、
表
象
さ
れ
る
こ
と

で
、
生
へ
の
根
強
い
期
待
と
、
逃
れ
難
い
死
の
運
命
の
あ
い
だ
に
あ
る
深
遠
な
意
味
が
明
ら

か
に
な
る
。
そ
の
意
味
は
、
言
葉
に
よ
る
単
純
な
メ
タ
言
語
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
効
果
的
に
表

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
、
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ

　
ア
ッ
バ
ス
・
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
の
フ
ィ
ル
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
お
い
て
最
も
謎
め
い
た
シ
ー
ク

エ
ン
ス
の
一
つ
は
、『
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
』（
一
九
九
〇
）
に
出
て
く
る
「
ス
プ
レ
ー
缶
」
の
場

面
で
あ
る
。
そ
の
映
画
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
だ
。
失
業
中
で
、
二
人
の
子

ど
も
を
か
か
え
、
妻
と
は
別
居
中
の
テ
ヘ
ラ
ン
の
あ
る
若
者
が
、
イ
ラ
ン
人
映
画
監
督
モ
フ

セ
ン
・
マ
フ
マ
ル
バ
フ
に
な
り
す
ま
し
、
そ
の
嘘
が
ば
れ
捕
ま
り
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
ま
で
、

同
じ
街
の
裕
福
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
家
庭
―
―
そ
の
家
の
子
供
た
ち
は
、
芸
術
的
野
心
を
抱
い
て

い
る
―
―
に
入
り
込
ん
で
、
恩
恵
を
う
け
る
。
天
才
的
な
着
想
と
奥
深
く
洗
練
さ
れ
た
メ
タ

つ
喚
起
力
の
た
め
だ
っ
た
（Fagiolo dell

’Arco 1984, nota all

’ill. 63

）。

　《
少
女
の
計
画
》
で
は
、
再
び
画
面
の
前
景
に
そ
の
手
袋
が
提
示
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
パ

リ
時
代
に
描
か
れ
た
も
の
は
ゴ
ム
手
袋
で
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
時
代
の
作
品
で
は
革
手
袋
と
い

う
、
少
し
ば
か
り
の
変
化
が
あ
る
が
。
デ
・
キ
リ
コ
の
絵
画
に
お
い
て
、
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
の

意
味
を
完
全
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
絵
画
で
は
、
デ
・
キ
リ

コ
の
絵
画
的
想
像
力
に
典
型
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
が
、
作
品
ご
と
に
新
た
な
方
法
で
配
置
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
再
配
置
は
、
常
に
共
通
の
意
味
論
的
な
核
、
す
な
わ
ち
オ
ブ

ジ
ェ
や
形
象
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
あ
る
種
の
核
意
味
素
（1）
を
中
心
に
し
て
構
築
さ
れ
る
。
デ
・

キ
リ
コ
の
弟
で
あ
っ
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
（
本
名
ア
ン
ド
レ
ア
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ア

ル
ベ
ル
ト
・
デ
・
キ
リ
コ
、
一
八
九
一
年
八
月
二
五
日
ア
テ
ネ
―
一
九
五
二
年
五
月
五
日
ロ
ー
マ
）
が
、
フ
ェ
ッ
ラ

ー
ラ
で
記
し
た
小
説
『
ヘ
ル
マ
フ
ロ
デ
ィ
ー
ト
（
両
性
具
有
）』
の
な
か
で
仄
め
か
し
た
よ
う
に
、

手
袋
は
デ
・
キ
リ
コ
に
と
っ
て
、
居
心
地
の
悪
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
気
味
な
も
の

に
思
わ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
手
袋
は
、
壁
に
釘
打
た
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
絵
画
に
描
い

た
本
人
の
手
の
か
た
ち
を
示
し
な
が
ら
も
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
力
を
奪
い
取
ら
れ
て
い
る
か

ら
だ
。
ア
ル
ベ
ル
ト
・
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
、『
ヘ
ル
マ
フ
ロ
デ
ィ
ー
ト
』
の
な
か
で
こ
う
述
べ

る
だ
ろ
う
。「
私
は
こ
の
手
の
屍
体
の
う
ち
に
、
自
分
の
運
命
を
認
め
る
。
そ
れ
は
も
は
や
、

腫
れ
上
が
っ
た
皮
膚
で
し
か
な
い
」（Fagiolo dell

’Arco 1984, nota all

’ill. 94
）。

　
し
た
が
っ
て
、
垂
直
の
板
の
上
に
釘
打
た
れ
た
手
袋
は
、
死
の
運
命
、
画
家
を
待
ち
受
け

る
壊
滅
の
形
象
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
意シ
ニ
フ
ィ
エ

味
内
容
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
個
別
の

オ
ブ
ジ
ェ
だ
け
か
ら

で
は
な
く
、
手
袋
が
奇

妙
な
対
象
の
配
置
の

も
と
に
あ
る
と
い
う

事
実
か
ら
で
あ
る
。
垂

直
の
板
／
空
の
手
袋

／
死
と
い
う
三
つ
の

要
素
の
構
造
化
は
、
あ

る
種
の
半–

象
徴
体
系

（C
alabrese 1999

）
に
お
か

れ
る
こ
と
で
、
水
平
の

図2　ジョルジョ・デ・キリコ《少女の計画》
1922年にポール・ギヨームの画廊で初展示、

カンヴァスに油彩、47.5×40.3cm、
ニューヨーク近代美術館

図3　ジョルジョ・デ・キリコ《愛の歌》
1914年にパリで描かれ、

ポール・ギヨームの画廊で初展示、
カンヴァスに油彩、73×59.1cm、

ニューヨーク近代美術館
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「
森
の
中
の
オ
ブ
ジ
ェ
」
を
表
現

し
て
い
る
ア
ル
ベ
ル
ト
・
サ
ヴ
ィ

ー
ニ
オ
の
絵
画
の
一
枚
、
例
え
ば

二
〇
〇
九
年
に
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

ハ
ウ
ス
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ズ
で

競
売
に
か
け
ら
れ
、
今
や
個
人
蔵

と
な
っ
た
作
品
《
森
の
中
で
》
の

よ
う
だ
（
図
６
）。
正
確
に
は
、『
ク

ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
』
で
用
い
ら
れ

て
い
る
の
は
、
赤
と
緑
の
円
筒
形

の
ス
プ
レ
ー
缶
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
観
客
で
も
イ
ラ
ン
の
観
客
で

も
、
少
し
注
意
を
払
え
ば
、
そ
れ

が
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年

代
に
か
け
広
く
出
回
っ
て
い
た

殺
虫
ス
プ
レ
ー
で
あ
る
こ
と
を

難
な
く
見
分
け
る
だ
ろ
う
。例
え
ば
、バ
イ
ゴ
ン
と
い
う
メ
ー
カ
ー
の
ス
プ
レ
ー
缶
を
お
見
せ

し
よ
う
。こ
れ
は
当
時
よ
く
普
及
し
て
い
た
も
の
で
、こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
登
場
す
る
ス
プ

レ
ー
缶
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
（
図
７
）。
一
九
八
〇
年
代
に
は
す
で
に
、殺
虫
剤
の
有
毒
性

は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
は
、
ス
プ
レ
ー
缶
の
本
体
を
緑
色
に
す

る
こ
と
で
、
有
毒
性
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
く
る
ん
だ
の
だ
。
そ
の
殺
虫
力
を
示
す
か
の
よ
う
に
、

上
部
に
赤
い
色
を
も
っ
て
く
る
の
は
や
め
な
か
っ
た
が
。
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
、
自
然
物
で

あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
そ
う
で
は
な
い
こ
の
ス
プ
レ
ー
缶
に
足
を
止
め
る
。
そ
し
て
、

侮
蔑
の
念
を
も
っ
て
そ
の
ス
プ
レ
ー
缶
を
枯
れ
葉
の
山
か
ら
遠
ざ
け
る
。
こ
こ
で
カ
メ
ラ
は
、

奇
妙
な
こ
と
に
、
で
こ
ぼ
こ
道
を
転
が
っ
て
い
く
ス
プ
レ
ー
缶
を
新
た
に
映
し
出
す
（
図
８
）。

観
客
は
、
こ
の
ス
プ
レ
ー
缶
が
一
体
な
ぜ
そ
こ
に
あ
る
の
か
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
付
近
に
あ
る
豪
奢
な
屋
敷
の
う
ち
の
一
軒
の
庭
師
が
、
枯
れ
葉
と
一
緒
に
そ
れ

を
一
掃
し
た
の
だ
。
一
方
、
観
客
が
す
ぐ
に
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
は
、
映
画
全
体
に
お
け

る
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
の
記
号
論
的
観
点
か
ら
み
た
意
味
で
あ
る
。
そ
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
偶
然
登
場

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
ス
プ
レ
ー
缶
は
逮
捕
劇
の
後
、
再
び
現
れ
る
の

だ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
家
を
出
て
、
監
督
を
探
し
な
が
ら
道
路
沿
い
を
走
る
場
面
で
、
ス

映
画
的
効
果
を
も
っ
て
、「
現
実
の
」
出
来
事
の
登
場
人
物
た
ち
が
皆
、『
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ

プ
』
の
中
で
、
自
分
自
身
を
演
じ
て
い
る
。
冒
頭
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
一
つ
で
は
、
タ
ク
シ

ー
運
転
手
、
フ
ー
シ
ャ
ン
・
シ
ャ
ハ
イ
が
主
人
公
だ
。
彼
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ハ
ッ
サ

ン
・
フ
ァ
ラ
ズ
マ
ン
ド
と
二
人
の
治
安
部
隊
員
を
、
犯
罪
者
を
逮
捕
す
る
た
め
に
件
の
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
家
庭
の
屋
敷
に
送
り
届
け
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
こ
の
映
画

全
体
の
流
れ
か
ら
す
る
と
物
語
上
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ

ブ
ジ
ェ
に
よ
る
メ
タ
物
語
を
構
成
し
て
い
る
。

　
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
、
逮
捕
劇
の
成
功
を
期
待
し
つ
つ
、
道
の
進

行
方
向
に
向
け
車
を
再
び
駐
車
す
る
。
彼
は
車
か
ら
降
り
、
の
び
を
す
る
。
そ
し
て
飛
行
機

の
エ
ン
ジ
ン
の
轟
音
に
ひ
か
れ
、
上
方
を
見
上
げ
る
。
そ
こ
で
カ
メ
ラ
は
、
遠
く
の
飛
行
機

の
シ
ル
エ
ッ
ト
、そ
し
て
飛
行
機
が
空
に
残
す
白
い
四
本
の
航
跡
を
何
秒
か
の
間
捉
え
る
（
図

４
）。

　
反
芻
し
て
み
よ
う
。
空
に
あ
る
こ
の
遠
く
の
物
体
に
対
し
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
が
、
カ

メ
ラ
が
、
そ
し
て
映
画
と
そ
の
観
客
が
長
々
と
時
間
を
費
や
す
こ
と
は
、
物
語
全
体
の
流
れ

に
お
い
て
何
の
意
味
も
も
た
な
い
。
と
は
い
え
、
映
像
の
肌
理
細
や
か
さ
や
監
督
が
そ
こ
に

散
り
ば
め
た
記
号
に
注
意
を
寄

せ
る
観
客
の
眼
差
し
に
は
、
そ
れ

ら
は
謎
め
い
た
も
の
と
映
る
。

　
続
い
て
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手

は
車
の
わ
き
に
あ
っ
た
枯
れ
枝

の
山
か
ら
花
を
拾
い
上
げ
始
め

る
。
そ
の
最
中
に
、
花
で
は
な
い

物
を
見
つ
け
る
。
一
本
の
ス
プ
レ

ー
缶
だ
（
図
５
）。
オ
ー
ク
ル
色
を

し
た
枯
れ
葉
の
山
の
上
に
明
ら

か
に
人
為
的
に
置
か
れ
た
、
幾
何

学
的
で
カ
ラ
フ
ル
な
金
属
製
の

物
体
。
そ
の
奇
妙
な
配
置
は
、
そ

れ
だ
け
で
不
安
を
誘
う
。
そ
れ
は

ま
っ
た
く
「
形
而
上
的
」
な
潜
在

力
を
発
揮
し
て
い
る
。
ま
る
で

図4　飛行機とその航跡

図5　タクシー運転手とスプレー缶
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自
由
に
探
し
求
め
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。

　
で
は
こ
こ
で
、
記
号

論
的
に
ス
プ
レ
ー
缶
を

読
解
し
て
み
よ
う
。『
ク

ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
』
の

ス
プ
レ
ー
缶
の
意
味
を

展
開
し
て
み
る
と
、
そ

の
姿
は
、
も
う
一
つ
の
謎
め
い
た
オ
ブ
ジ
ェ
で
あ
る
飛
行
機
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら

に
共
通
な
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
両
方
と
も
、
本
質
的
に
は
、
た
な
び
く
煙
を
―
―
飛
行
機

の
場
合
は
エ
ン
ジ
ン
の
軌
跡
、
ス
プ
レ
ー
缶
の
場
合
は
毒
素
を
作
り
出
す
オ
ブ
ジ
ェ
で
あ
る
。

そ
の
上
、
金
属
製
で
、
円
筒
型
を
し
て
い
て
、
人
工
の
も
の
だ
。
両
方
と
も
、
自
然
物
に
ま

わ
り
を
囲
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
か
ら
両
者
の
間
に
違
い
が
生
じ
る
。
飛
行
機
は
空
に

あ
り
、
エ
ン
ジ
ン
の
パ
ワ
ー
で
重
力
に
挑
む
。
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
、
下
か
ら
上
を
見
上
げ

る
ば
か
り
だ
。
か
く
も
自
由
で
遠
い
交
通
手
段
に
よ
っ
て
上
方
に
い
る
者
と
、
地
に
あ
っ
て

彼
の
タ
ク
シ
ー
の
中
に
い
る
者
と
の
間
の
、
桁
外
れ
の
違
い
を
感
じ
と
り
な
が
ら
、
彼
は
飛

行
機
を
賞
賛
す
る
（2）
。
そ
の
一
方
で
、
殺
虫
ス
プ
レ
ー
は
地
上
に
あ
り
、
世
俗
的
で
、
道
具
と

し
て
の
役
目
し
か
も
た
ず
、
卑
俗
で
あ
る
。
し
か
も
有
害
で
、
下
等
な
生
物
を
直
接
死
に
至

ら
し
め
る
た
め
の
も
の
だ
。
ス
プ
レ
ー
缶
は
痛
ま
し
く
も
自
ら
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
が
、

異
物
と
し
て
直
ち
に
正
体
を
暴
か
れ
る
。
ス
プ
レ
ー
缶
は
重
力
に
挑
む
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
二
度
も
重
力
を
被
る
。
花
の
山
か
ら
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
が
そ
れ
を
捨
て
去
る
際

に
、
そ
し
て
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
そ
れ
を
無
造
作
に
蹴
り
つ
け
る
際
に
。
こ
の
映
画

は
観
客
に
、
そ
の
ス
プ
レ
ー
缶
が
こ
の
先
幾
度
も
蹴
ら
れ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
よ
り
低
い
方

へ
と
転
が
っ
て
い
く
運
命
に
あ
る
こ
と
を
、
イ
ラ
ン
の
よ
き
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
屋
敷
の
庭
か
ら

常
に
遠
ざ
け
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
、
感
じ
さ
せ
る
。

　『
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
』
で
は
、
終
わ
り
近
く
に
あ
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
至
る
ま
で
、
こ
の

ス
プ
レ
ー
缶
の
意
味
合
い
が
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
最
後
の
シ
ー
ク

エ
ン
ス
で
、
詐
欺
師
ホ
セ
イ
ン
・
サ
ブ
ジ
ア
ン
は
本
物
の
監
督
モ
フ
セ
ン
・
マ
フ
マ
ル
バ
フ

に
付
き
添
わ
れ
、
騙
そ
う
と
試
み
た
家
族
の
元
へ
戻
る
。
タ
ク
シ
ー
運
転
手
が
摘
み
取
っ
た

の
と
と
て
も
よ
く
似
た
花
束
を
携
え
、
許
し
を
乞
い
願
う
た
め
に
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
自
問

す
る
。
哀
れ
な
殺
虫
ス
プ
レ
ー
が
―
―
痛
ま
し
く
も
自
身
に
は
な
い
自
然
ら
し
さ
に
似
よ
う

プ
レ
ー
缶
は
今
度
は
彼
に
蹴
っ
と
ば
さ
れ
、何
メ
ー
ト
ル
か
先
ま
で
道
を
転
が
り
落
ち
る
（
図

９
）。
し
た
が
っ
て
、
ス
プ
レ
ー
缶
が
そ
こ
に
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
監
督
の
意
図
の
な

せ
る
業
だ
。
二
度
も
登
場
す
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
物

語
の
次
元
に
そ
の
意
味
を
探
し
求
め
て
も
、
何
も
見
出
せ
な
い
。
こ
の
映
画
の
一
連
の
出
来

事
の
文
法
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
ス
プ
レ
ー
缶
は
、
飛
行
機
の
航
跡
と
同
じ
く
、
何
の
役

に
も
立
た
な
い
。
だ
が
、
ス
プ
レ
ー
缶
や
同
様
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
、
こ
の
映
画
が
撒
き
散
ら
し

て
い
る
メ
タ
物
語
的
熟
考
の
き
っ
か
け
、
映
画
の
シ
ー
ン
に
お
け
る
奇
妙
な
パ
ズ
ル
ピ
ー
ス

と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
ス
プ
レ
ー
缶
は
機
能
を
発
揮
す
る
。
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
観
客

に
対
し
て
、視
覚
的
に
こ
う
語
り
か
け
る
。「
私
を
よ
く
見
な
さ
い
。
た
と
え
監
督
や
カ
メ
ラ

が
私
の
上
に
長
く
留
ま
り
、
あ
な
た
に
私
を
眺
め
る
よ
う
強
い
る
と
し
て
も
、
私
は
物
語
内

部
で
は
何
の
意
味
も
な
い
。
あ
な
た
は
熟
考
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
な
た
は
物
語
の
流
れ
か

ら
、筋
書
き
に
関
す
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
心
理
学
か
ら
、ほ
ん
の
一
瞬
離
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私

が
な
ぜ
こ
こ
に
い
る
の
か
を
、
場
違
い
で
、
奇
妙
で
、
不
安
に
さ
え
す
る
よ
う
な
オ
ブ
ジ
ェ

で
あ
る
私
が
い
か
な
る
解
釈
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
の
か
を
、
あ
な
た
は
自
問
せ
ね
ば
な
ら

な
い
」。
こ
れ
ら
メ
タ
物
語
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
の
最
も
魅
力
的
な
様
相
は
、そ
れ
ら
が
し
ば
し
ば

曖
昧
で
、一
つ
の
方
向
だ
け

で
は
な
く
、多
く
の
場
合
交

叉
す
る
よ
う
な
複
数
の
道

を
示
す
と
い
う
こ
と
だ
。し

か
し
、こ
れ
ら
の
道
は
無
限

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。と

い
う
の
も
、そ
の
オ
ブ
ジ
ェ

の
か
た
ち
に
よ
っ
て
、そ
の

意
味
論
に
よ
っ
て
、そ
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、そ

し
て
映
画
の
言
説
内
部
の

座
標
に
よ
っ
て
、そ
の
道
筋

は
選
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
要
す
る
に
、ス
プ
レ
ー

缶
は
観
客
に
意
見
を
求
め

る
が
、そ
の
意
味
は
完
全
に

図6　アルベルト・サヴィーニオ《森の中で》1928-30年、
カンヴァスに油彩、65.2×81cm

図7　バイゴン社の殺虫スプレー
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し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
他
人

の
情
け
に
す
が
る
こ
の
存
在
に

つ
い
て
、
私
た
ち
は
何
を
知
っ
て

い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
も
し
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
話
だ
け
を
聞
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
私
た

ち
は
映
画
に
登
場
す
る
せ
っ
か

ち
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
そ
っ
く

り
に
振
る
舞
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
現
実
を
単
に

撮
影
す
る
こ
と
で
自
分
の
も
の

に
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
彼

は
、
ス
プ
レ
ー
缶
の
こ
と
を
気
に

か
け
な
い
ば
か
り
か
、
蹴
飛
ば
す

こ
と
で
下
方
へ
と
転
が
す
こ
と

に
加
勢
し
さ
え
す
る
。
ま
さ
に
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ス
ク
ー
プ
に
対
す
る
貪
欲
さ
と
彼
の
告
発
に
よ
っ
て
、
主
人
公
が
実
存
的

に
も
法
的
に
も
貶
め
ら
れ
る
よ
う
に
。
物
語
に
お
け
る
ス
プ
レ
ー
缶
の
意
味
を
理
解
し
、
い

か
な
る
行エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

為
主
体
性
も
持
た
ぬ
存
在
に
尊
厳
を
取
り
戻
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
は
、
こ
の
存
在

を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
で
、
そ
の
存
在
と
と
も
に
そ
こ
に
留
ま
る
眼
差
し
で
、
映
し
出
す
こ

と
だ
。
映
画
は
、
説
明
し
が
た
い
情
愛
を
も
っ
て
、
ス
プ
レ
ー
缶
が
転
が
る
様
を
じ
っ
と
お

さ
め
る
。
か
く
な
る
眼
差
し
の
努
力
に
よ
っ
て
、
初
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
の
だ
。
飛
行
機
の
よ
う
に
高
く
飛
ぶ
こ
と
を
夢
見
る
テ
ヘ
ラ
ン
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
家
庭
の

子
供
た
ち
、
芸
術
的
名
声
の
野
心
を
は
ぐ
く
む
者
と
、
サ
ブ
ジ
ア
ン
の
よ
う
に
他
人
の
名
声

を
道
具
と
し
て
、
有
名
な
映
画
監
督
を
騙
り
、
害
虫
駆
除
用
の
殺
虫
剤
の
よ
う
に
他
者
の
実

存
的
倦
怠
感
を
追
い
や
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
重
力
に
打
ち
勝
と
う
と
願
う
も

の
と
の
違
い
が
。
こ
の
映
画
全
体
に
よ
っ
て
、
で
き
そ
こ
な
い
の
存
在
に
再
び
尊
厳
を
与
え

ら
れ
る
。
主
人
公
と
本
当
の
モ
フ
セ
ン
・
マ
フ
マ
ル
バ
フ
が
屋
敷
に
戻
る
時
、
呼
び
鈴
の
と

こ
ろ
で
も
う
両
者
は
区
別
で
き
な
い
。『
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
』
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
匿
名
の

ま
ま
で
あ
っ
た
人
生
の
と
あ
る
出
来
事
を
、
唯
一
無
二
の
も
の
に
し
、
金
属
製
の
哀
れ
な
オ

ブ
ジ
ェ
を
花
の
ブ
ー
ケ
に
変
容
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

と
し
、
害
虫
に
対
す
る
死
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
挙
げ
句
、
灌
木
と
も
ど
も
そ
の
茂
み

に
投
げ
込
ま
れ
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
捨
て
ら
れ
、
情
け
容
赦
な
く
転
が
さ
れ
る
な
か
で
重

力
に
屈
服
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
ま
た
蹴
ら
れ
、
抵
抗
す
る
術
も
な
く
さ
ら
に
低
い
方
へ

と
転
が
さ
れ
て
い
く
運
命
に
あ
る
そ
の
ス
プ
レ
ー
缶
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
最
も
深
い
意
味
で

の
映
画
の
最
終
的
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　『
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
』
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
に
何
を
云
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
被
告
の
裁
判
を
撮
影
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
二
台
の
撮
影
カ
メ
ラ
の
う
ち
の
一

台
に
ち
な
ん
で
、
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た
そ
の
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
と
は
、
何
に
焦
点
を

合
わ
せ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
主
人
公
の
物
語
を
ス
プ
レ
ー
缶
の
物
語
と
並
べ
て
み
る
な

ら
ば
、
ス
プ
レ
ー
缶
の
物
語
は
、
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
め
ぐ
る
事
の
次
第
を
通
し
て
、
主
人
公

の
物
語
の
最
終
的
な
意
味
合
い
を
開
示
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ス
プ
レ
ー
缶
の
よ
う
に
、
ホ

セ
イ
ン
・
サ
ブ
ジ
ア
ン
も
ま
た
、
実
体
と
は
異
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
有
名
な
監
督
と
思
わ

れ
る
よ
う
、
方
策
を
練
る
。
ス
プ
レ
ー
缶
の
場
合
の
よ
う
に
そ
の
欺
瞞
は
痛
ま
し
い
も
の
で
、

実
に
簡
単
に
真
相
が
ば
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
、サ
ブ
ジ
ア
ン
は
、エ
ン
ジ
ン
の
パ
ワ
ー
に
よ
っ

て
眼
に
見
え
る
か
た
ち
で
航
跡
の
煙
を
残
し
、
重
力
に
挑
み
、
上
方
で
均
衡
を
保
ち
、
下
方

に
い
る
者
に
と
っ
て
賞
賛
の
的

に
な
る
よ
う
な
飛
行
機
で
は
な

い
。
サ
ブ
ジ
ア
ン
は
他
者
の
手
の

う
ち
に
あ
る
道
具
で
あ
り
、
彼
の

痕
跡
は
、
他
者
の
暴
力
の
道
具
と

し
て
利
用
さ
れ
た
後
で
は
、
眼
に

見
え
な
い
。
彼
の
存
在
は
、
テ
ヘ

ラ
ン
の
社
会
的
・
経
済
的
・
実
存

的
・
地
理
的
位
相
に
お
い
て
彼
を

下
方
へ
と
引
き
ず
り
寄
せ
る
力

に
対
し
て
、
対
抗
す
る
手
段
を
持

た
ぬ
者
の
そ
れ
だ
。
彼
に
で
き
る

こ
と
と
い
え
ば
、
花
に
化
け
る
こ

と
だ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ

れ
は
直
ち
に
、
そ
し
て
惨
め
に
、

暴
か
れ
る
運
命
に
あ
る
の
だ
が
。

図8　道を転がるスプレー缶

図9　スプレー缶を蹴るジャーナリスト
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に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
そ
こ
で
は
じ
め
て
小
津
映
画
に
お
け
る
オ
ブ
ジ
ェ
の

驚
く
べ
き
意
味
論
的
ア
ウ
ラ
が
強
調
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。今
で
は
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、映

画
史
上
最
も
知
ら
れ
た
場
面
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
笠
智
衆（
一
九
〇
四
年
五
月
十
三
日

熊
本
県
玉
名
市
―
一
九
九
三
年
三
月
十
六
日
横
浜
市
）
扮
す
る
寡
夫
の
曾
宮
周
吉
は
、
自
分
が
じ
き
に
再

婚
す
る
と
原
節
子
（
一
九
二
〇
年
六
月
十
七
日
横
浜
市
―
二
〇
一
五
年
九
月
五
日
神
奈
川
県
）
扮
す
る
娘
の
紀

子
に
信
じ
込
ま
せ
る
こ
と
で
、
や
っ
と
の
こ
と
で
彼
女
に
結
婚
を
承
諾
さ
せ
る
。
紀
子
の
結

婚
前
に
、
二
人
は
一
緒
に
最
後
の
京
都
旅
行
を
す
る
。
寝
付
く
前
に
、
紀
子
は
父
に
向
か
っ

て
、
再
婚
と
い
う
考
え
は
「
趣
味
の
悪
い
」
こ
と
だ
、
と
心
の
内
を
あ
か
す
。
し
か
し
父
は

す
で
に
寝
て
お
り
、
あ
る
い
は
寝
た
振
り
を
し
て
お
り
、
彼
女
に
応
じ
な
い
。
こ
の
時
、
カ

メ
ラ
は
物
思
い
に
ふ
け
り
考
え
込
む
よ
う
で
い
な
が
ら
少
し
笑
み
の
残
っ
た
紀
子
の
顔
を
映

し
出
す
。
続
い
て
、
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
壺
に
、
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
後
カ

メ
ラ
は
再
び
娘
に
戻
る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
そ
の
顔
つ
き
か
ら
笑
み
が
跡
形
も
な
く

消
え
、
そ
の
代
わ
り
に
ほ
と
ん
ど
泣
い
て
い
る
よ
う
な
、
憂
い
に
沈
む
表
情
へ
と
戻
る
。
そ

し
て
再
び
壺
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
そ
の
シ
ー
ン
は
終
わ
り
、
翌
朝
の
龍
安
寺
の
枯

山
水
の
シ
ー
ン
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。

　
日
本
で
も
外
国
で
も
、
実
に
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
壺
に
つ
い
て
書
い
て
き
た
。
リ
チ
ー

に
と
っ
て
そ
の
壺
は
、
観
客
の
共
感
を
呼
び
覚
ま
そ
う
と
す
る
工
夫
で
あ
る
。
登
場
人
物
の

表
情
に
見
ら
れ
る
感
情
の
顕
れ
を
介
し
て
で
は
な
く
、
紀
子
を
物
思
い
へ
と
誘
う
そ
の
対
象

を
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
、
感
情
を
込
め
た
眼
差
し
が
注
が
れ
る
そ
の
対
象
を
じ
っ
と

見
つ
め
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
に
自
己
同
一
化
す
る
よ
う
観
客
を
導
い
て
い
る
と
言
う
の
だ
。

リ
チ
ー
は
言
う
「
彼 〔
＝
小
津
〕
は
行
為
に
関
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
関
心

が
あ
る
の
は
反
応
な
の
で
あ
る
」（R

ichie 1963 -4: 16

） 

と
（3）
。

　
一
方
、
小
津
に
関
す
る
文
献
に
は
、
映
画
の
物
語
の
進
行
に
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
オ
ブ

ジ
ェ
を
差
し
挟
む
こ
と
が
、
語
り
の
位
相
と
並
行
し
つ
つ
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
、
よ
り
微

か
な
別
の
位
相
へ
の
道
を
観
客
に
対
し
て
示
す
の
だ
、
と
い
う
考
え
も
早
い
う
ち
か
ら
見
ら

れ
る
。
ポ
ー
ル
・
シ
ュ
レ
イ
ダ
ー
が
一
九
七
二
年
に
小
津
に
捧
げ
た
最
初
の
総
括
的
研
究
書

『
映
画
に
お
け
る
超
越
論
的
様
式
―
小
津
、
ブ
レ
ッ
ソ
ン
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
―
』（
邦
訳
『
聖
な
る
映

画
―
小
津
／
ブ
レ
ッ
ソ
ン
／
ド
ラ
イ
ヤ
ー
―
』）
に
そ
う
し
た
考
え
方
が
登
場
し
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン

主
義
の
信
仰
が
強
く
息
づ
く
家
の
出
身
で
あ
る
シ
ュ
レ
イ
ダ
ー
は
、
そ
の
研
究
書
の
タ
イ
ト

ル
に
あ
る
、「
超
越
論
的
様
式
〔
聖
な
る
様
式
〕」
と
名
指
さ
れ
て
い
る
も
の
を
小
津
の
映
画

に
認
め
た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
兼
映
画
監
督
は
、
例
の
有
名
な
壺
に
つ
い
て
こ
う
述

三
、
小
津
安
二
郎

　
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
は
、
事
物
へ
の
叙
情
的
な
眼
差
し
に
よ
っ
て
現
実
の
秘
密
の
筋
立
て
を
開

示
す
る
能
力
に
お
い
て
、
デ
・
キ
リ
コ
と
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
に
似
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
イ
ラ

ン
の
監
督
が
そ
の
よ
う
な
秘
密
を
露
に
す
る
繊
細
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
学
ん
だ
の
は
、
小
津
安

二
郎
（
一
九
〇
三
年
一
二
月
一
二
日
東
京
―
一
九
六
三
年
一
二
月
一
二
日
東
京
）
か
ら
だ
。
一
九
六
三
年
に

小
津
が
亡
く
な
っ
た
際
、
小
津
の
映
画
は
日
本
国
外
で
は
ま
だ
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
文
化
普
及
の
立
役
者
で
あ
り
、

一
九
五
九
年
に
日
本
映
画
に
関
す
る
本
（R

ichie 1959

）
を
初
め
て
英
語
で
出
版
し
た
ド
ナ
ル

ド
・
リ
チ
ー
（
一
九
二
四
年
四
月
一
七
日
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
オ
ハ
イ
オ
州
ラ
イ
マ
―
二
〇
一
三
年
二
月
一
九
日
東
京
）

は
、
そ
の
年
、
雑
誌
『
フ
ィ
ル
ム
・
ク
オ
ー
タ
リ
ー
』
に
「
小
津
安
二
郎
―
小
津
映
画
の
統

辞
法
―
」（R

ichie 1963 -4

）
を
発
表
し
た
。
こ
の
論
考
の
中
で
彼
は
、
小
津
映
画
の
様
式
に
特
徴

的
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
本
小
論
が
デ
・
キ
リ
コ
の
形
而
上
絵
画
お
よ
び
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
の

「
形
而
上
」
映
画
の
双
方
に
お
い
て
確
認
し
た
も
の
と
よ
く
似
た
弁
証
法
を
、
つ
ま
り
、
器
の

幾
何
学
的
秩
序
と
そ
の
内
容
の
「
婉
曲
な
」
処
理
の
仕
方
と
の
弁
証
法
を
挙
げ
て
い
た
。
リ

チ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

で
き
あ
が
っ
た
作
品
を
、
人
は
計
測
す
る
こ
と
も
、
検
査
す
る
こ
と
も
、
比
較
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し
作
品
は
、
建
物
と
同
じ
よ
う
に
、
人
が
そ
こ
に
住
ん
で
こ
そ
価

値
が
あ
り
、
機
能
す
る
も
の
だ
。
静
的
で
あ
り
な
が
ら
生
き
生
き
と
し
て
い
る
、
形
が

あ
り
中
身
も
あ
る
と
い
う
共
存
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
小
津
の
映
画
は
観
客
が
思
わ
ず

惹
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
感
情
に
訴
え
る
経
験
と
同
時
に
、
素
晴
ら
し
く
丁
寧
に
作
ら
れ

た
映
画
と
い
う
器
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。（R

ichie 1963-4: 11

）

　
日
本
建
築
の
内
部
に
み
ら
れ
る
空
間
、
形
式
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
線
」
に
慣
れ
て
い
な

い
異
国
人
の
観
客
の
眼
に
は
、
と
り
わ
け
小
津
映
画
の
シ
ョ
ッ
ト
は
い
ず
れ
も
碁
盤
の
目
が

織
り
成
す
素
晴
ら
し
い
光
景
と
映
る
。
障
子
は
背
景
を
な
す
と
同
時
に
、
様
々
な
事
物
、
登

場
人
物
、
彼
ら
の
動
き
や
所
作
を
枠
取
る
。
デ
・
キ
リ
コ
の
絵
画
に
お
い
て
、
ま
た
キ
ア
ロ

ス
タ
ミ
の
映
画
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
観
客
の
眼
前
の
事
象
は
、
そ
れ
が
置
か
れ

る
厳
格
な
空
間
配
置
に
よ
っ
て
、
新
た
な
居
心
地
の
悪
い
光
の
下
で
見
ら
れ
る
。
リ
チ
ー
は

そ
の
論
考
の
別
の
く
だ
り
で
、『
晩
春
』（
一
九
四
九
）
に
登
場
す
る
二
重
の
壺
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
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だ
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
は
、
本
質
的
な
点
に
対
す
る
考

慮
を
欠
い
た
印
象
を
受
け
る
。
壺
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
諸

国
語
で
注
釈
が
な
さ
れ
、
そ
の
数
も
年
々
増
え
て
い
る
が
、
み
な
「
ヴ
ェ
イ
ス
（
英
語
、
壷
：

vase

）」
や
「
ヴ
ァ
ー
ゾ
（
伊
語
、
壷
：vaso

）」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
て
、
あ
た
か
も
、
ど
こ
に
で

も
あ
る
壺
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
ま
る
で
、
ど
ん
な
壺
に
つ
い
て
論
じ
る
の

か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
観
客
が
眼
前
に
見
い
だ
す
の
は
、

一
個
の
壺
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
指
示
対
象
の
微
妙
な
変
化
と
は
無
関
係
の
「
壺
」
と
い

う
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

　
解
釈
学
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
け
る
こ
の
欠
如
に
対
し
て
、
せ
め
て
部
分
的
に
で

も
対
策
を
講
じ
よ
う
と
、
二
〇
〇
二
年
に
山
田
栄
に
よ
り
「
小
津
映
画
の
着
物
と
小
道
具
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
小
論
が
日
本
語
で
発
表
さ
れ
て
い
る
（Yam

ada 2002

）。
そ
の
中
で
山
田

は
、
小
津
が
い
か
に
能
に
夢
中
で
、
壺
の
蒐
集
家
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
壺
の
選
択
と
映
画

の
様
々
な
場
面
に
お
け
る
そ
の
配
置
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
を
、
正
当

に
も
強
調
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、『
晩
春
』
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
解
釈
す
る
に
は
、
そ
の
映
画
が
提
示
し
て
い

る
の
は
単
な
る
壺
で
は
な
く
、
特
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
醸
し
出
す
た
め
に
小
津
に
よ
っ
て
慎

重
に
選
ば
れ
、
そ
の
シ
ー
ン
に
置
か
れ
た
そ
の
壺
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
壺
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
尊
式
の
壺
、
つ
ま
り
三
つ
の
パ
ー

ツ
か
ら
な
る
壺
だ
。
上
の
部
分
は
上
方
に
向
か
っ
て
開
い
て
い
る
。
真
ん
中
の
部
分
は
丸
く
、

下
の
部
分
は
土
台
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
中
国
や
日
本
で
広
く
普
及
し
て
い
た
タ
イ
プ

の
も
の
だ
が
、
こ
の
場
合
は
恐
ら
く
日
本
の
壺
だ
ろ
う
。
こ
の
壺
が
登
場
す
る
映
画
は
モ
ノ

ク
ロ
な
の
で
、
果
た
し
て
こ
れ
が
鮮
や
か
に
彩
色
さ
れ
た
壺
で
あ
る
の
か
、「
白
地
に
青
」
の

タ
イ
プ
の
も
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
答
え
は
わ
か
ら
な
い
。
恐
ら
く
は
こ
の
タ
イ
プ
の
陶
器

の
産
地
で
あ
る
九
州
の
伊
万
里
、
あ
る
い
は
京
都
で
、
作
ら
れ
た
も
の
だ
（
こ
の
シ
ー
ン
は
京
都

が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
小
津
は
京
都
の
陶
器
に
夢
中
だ
っ
た
）。
江
戸
時
代
（
一
八
〜
一
九
世
紀
）
に
作
ら
れ

た
壺
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
さ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
そ
う
だ
と
す
る
と
京

都
の
と
あ
る
宿
の
部
屋
に
そ
れ
が
あ
る
、
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
だ
か
ら
）。
そ
の
壺
が
、
一
枚
の

写
真
、
あ
る
い
は
絵
画
の
よ
う
に
、
静
的
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
と
「
読
み
取
る
」

な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
細
か
い
情
報
は
重
要
に
な
る
。
こ
の
映
画
の
一
コ
マ
一
コ
マ
に
み
ら
れ

る
そ
の
静
止
状
態
は
、
後
で
見
る
よ
う
に
全
面
的
な
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
壺
を
そ
の
よ

う
に
読
み
取
る
よ
う
、
促
す
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
映
画
の
各
コ
マ
が

べ
る
。こ

の
壺
は
静
止
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
深
く
矛
盾
す
る
感
情
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
、
ま
た
そ
の
感
情
を
、
一
体
化
さ
れ
た
、
永
続
的
な
、
超
越
的
な
も
の

の
表
現
へ
と
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
形
だ
。﹇
…
﹈
超
越
論
的
様
式
は
、壺
の
よ

う
に
、
そ
れ
自
体
よ
り
も
ず
っ
と
深
み
の
あ
る
何
か
を
、
つ
ま
り
万
物
の
内
的
な
一
体

性
を
、
表
現
す
る
形
で
あ
る
（4）
。（Schrader 1959: 149-51

）

　
二
〇
〇
七
年
に
出
版
さ
れ
た
阿
部
マ
ー
ク
・
ノ
ー
ネ
ス
の
評
論
は
、
小
津
の
壺
に
関
す
る

英
語
圏
の
批
評
の
解
釈
学
的
論
争
の
主
要
な
進
展
段
階
を
、「
映
画
学
」
自
体
の
定
義
／
再

定
義
の
進
展
と
並
行
す
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
ゼ
ー
マ
ン
（Z

em
an 1972

）
や
ヴ
ェ
イ
シ

ー
（Vasey 1988

）
の
「
禅
」
的
な
読
解
か
ら
、
ト
ン
プ
ソ
ン
（Th

om
pson 1988

）
や
ボ
ー
ド
ウ
ェ

ル
（Bordwell 1988

）
の
形
式
論
的
な
い
し
様
式
論
的
な
読
解
を
経
て
、カ
ズ
デ
ン
（C

azdyn 2002

）

の
地
政
学
的
読
解
へ
と
至
る
発
展
段
階
と
し
て
要
約
し
て
い
る
。

　
周
知
の
ご
と
く
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
も
ま
た
『
シ
ネ
マ
２
＊
時
間
イ
メ
ー
ジ
』（
一
九
八
五
）

の
最
も
良
く
知
ら
れ
た
く
だ
り
に
お
い
て
、
小
津
の
壺
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る
。

　『
晩
春
』
の
壺
は
、
娘
の
お
ぼ
ろ
げ
な
微
笑
と
こ
み
あ
げ
る
涙
の
間
に
挿
入
さ
れ
る
。

そ
こ
に
は
生
成
、変
化
、移
行
が
あ
る
。
し
か
し
変
化
す
る
も
の
の
形
態
の
ほ
う
は
変
化

せ
ず
、
過
ぎ
去
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
時
間
で
あ
り
、
時
間
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
純

粋
状
態
の
少
々
の
時
間
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
直
接
的
な
時
間
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
変
化
す
る
も
の
に
不
動
の
形
態
を
与
え
、
こ
の
形
態
に
お
い
て
変
化
は
生
じ
る
の

で
あ
る
。
夜
は
昼
に
か
わ
り
、
昼
は
夜
に
か
わ
る
が
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の
静
物
に
か
か

わ
り
、
そ
の
上
に
光
は
弱
ま
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
強
ま
り
な
が
ら
落
ち
る
（『
そ
の
夜
の

妻
』、『
出
来
ご
こ
ろ
』） （5）

。（D
eleuze 1985: 27

）

　
こ
う
し
た
解
釈
は
す
べ
て
、
こ
の
有
名
な
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
構
造
、
意
味
論
、
受
容
に
つ

い
て
、
し
ば
し
ば
整
合
性
の
あ
る
重
要
な
側
面
を
強
調
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
読
解
が
唯

一
で
決
定
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
解
釈
と
い
う
も
の
は
、
テ
ク
ス
ト
た
る
映

画
と
、
そ
れ
に
対
す
る
見
方
や
注
釈
が
生
み
出
さ
れ
る
歴
史
的
・
社
会
的
＝
文
化
的
な
文
脈

と
の
間
の
相
互
作
用
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
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れ
る
そ
れ
は
、
外
部
の
光
に

よ
っ
て
窓
と
い
う
ス
ク
リ

ー
ン
上
に
映
し
出
さ
れ
、
ま

る
で
あ
る
種
の
影
絵
の
よ

う
に
乱
れ
た
模
様
を
つ
く

る
。
デ
・
キ
リ
コ
に
お
い
て

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の

シ
ー
ン
の
不
安
を
引
き
起

こ
す
よ
う
な
性
質
は
、
複
数

の
影
の
矛
盾
し
た
性
格
に

よ
っ
て
増
大
さ
せ
ら
れ
る
。

窓
の
組
子
に
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
植
物
の
影
は
、
壺
が
畳
の
左
方
に
投
げ
か
け
る
午

後
の
と
て
も
長
い
斜
め
の
影
―
―
ま
る
で
形
而
上
絵
画
に
出
て
く
る
彫
像
の
影
の
よ
う
だ
―

―
と
対
比
を
な
し
て
い
る
。

　
こ
の
シ
ー
ン
は
複
雑
だ
。
ゆ
え
に
、シ
ー
ン
の
読
解
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
と
な
る
。
し

か
し
驚
い
た
こ
と
に
、
こ
の
二
回
現
れ
る
イ
メ
ー
ジ
（
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
が
ま
さ
に
小
津
か
ら
学
ん
だ
も

の
こ
そ
、『
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
』
に
お
け
る
ス
プ
レ
ー
缶
の
よ
う
に
、
同
じ
オ
ブ
ジ
ェ
を
少
し
時
間
を
お
い
て
二
度
見

せ
る
こ
と
が
さ
ら
な
る
意
味
論
的
な
魅
力
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
）
を
解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
者
は
、

往
往
に
し
て
、
こ
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
見
え
る
の
は
か
の
有
名
な
壺
、
一
つ
だ
け
で
は
な
く
、

二
つ
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
き
た
。
実
際
、
こ
の
画
面
の
左
手
に
は
、
薄
明
か
り

の
な
か
に
、
木
製
の
角
柱
に
よ
っ
て
枠
取
ら
れ
た
別
の
オ
ブ
ジ
ェ
が
あ
る
。
今
よ
う
や
く
、

こ
の
角
柱
の
機
能
が
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
黒
い
ど
っ
し
り
と
し
た
角
柱
は
、

壺
か
ら
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
引
き
離
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
紀
元
後
七
七
〇
年
と

推
定
さ
れ
る
一
種
の
仏
塔
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
、
よ
り
正
確
に
は
百
万
塔
陀
羅
尼
の
一
種
で
は
な

い
か
、
と
仮
定
す
る
こ
と
は
見
当
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
（6）
。
こ
ち
ら
が
東
京
の
国
立
国
会

図
書
館
に
あ
る
そ
の
イ
メ
ー
ジ
だ
（
図
11
）。『
晩
春
』
が
撮
影
さ
れ
た
の
と
同
じ
一
九
四
〇
年

代
前
後
、
こ
の
場
面
の
舞
台
と
な
っ
た
京
都
で
は
、
こ
の
町
に
あ
る
醍
醐
寺
の
有
名
な
仏
塔

に
敬
意
を
表
し
て
五
重
塔
と
し
ば
し
ば
呼
ば
れ
た
百
万
塔
陀
羅
尼
の
モ
ダ
ン
な
リ
メ
イ
ク
版

が
売
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
く
り
返
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
回
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
か
ら
引

き
出
す
こ
と
の
で
き
る
様
々
な
解
釈
は
、
小
津
映
画
に
お
い
て
窓
の
向
こ
う
に
あ
る
植
物
の

よ
う
に
流
動
的
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
解
釈
が
無
限
に
あ
る
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
壺
が
、

配
置
さ
れ
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
総
合
的
な
読
み
取
り
に
、
い
ず
れ
に
し
ろ
統
合
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
が
。
さ
て
、
壺
に
捧
げ
ら
れ
た
二
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
う
ち
、
こ
れ
が
最
初
の
、
そ
の

壺
で
あ
る
（
図
10
）。

  
壺
は
、
そ
の
一
コ
マ
に
あ
っ
て
二
つ
の
対
角
線
が
ま
さ
に
交
差
す
る
と
こ
ろ
か
ら
心
持
ち

下
方
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
は
、
い
く
つ
も
の
幾
何
学
形
態
に
よ
り
連
結
さ

れ
た
空
間
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
空
っ
ぽ
の
立
方
体
が
目
に
と
ま
る
。
そ
れ

は
、
畳
の
向
こ
う
、
壺
の
背
後
に
あ
る
大
き
な
障
子
、
左
手
に
垣
間
見
え
る
壁
、
右
手
の
開

か
れ
た
空
間
、
そ
し
て
こ
の
一
コ
マ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
第
五
の
壁
に
よ
っ
て
描
か
れ
て

い
る
。
第
二
に
、
こ
の
空
っ
ぽ
の
立
方
体
は
、
布
団
が
敷
か
れ
た
場
所
よ
り
一
段
高
い
と
こ

ろ
に
あ
り
、
壺
が
置
か
れ
て
い
る
床
の
遠
近
法
線
に
よ
っ
て
、
全
体
的
に
連
結
さ
れ
て
い
る
。

床
の
遠
近
法
線
と
交
叉
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
、
木
製
の
ど
っ
し
り
と
し
た
角
柱
が
、
空

っ
ぽ
の
立
方
体
の
空
間
を
表
し
て
い
る
。
壺
が
置
か
れ
た
床
の
高
さ
は
、
そ
の
一
コ
マ
の
画

面
を
二
つ
の
不
均
等
な
ゾ
ー
ン
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
ゾ
ー
ン
に
関
し
て
は
、
後
ほ
ど

戻
る
事
に
し
よ
う
。
第
三
に
、
こ
の
場
面
の
空
間
は
さ
ら
に
、
壺
の
背
後
と
、
そ
の
画
面
の

左
手
で
四
角
く
か
た
ど
ら
れ
た
光
線
の
な
か
の
障
子
窓
の
組
子
に
よ
っ
て
分
節
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
空
間
は
、
畳
の
編
み
目
に

よ
っ
て
作
ら
れ
る
並
行
の
溝
、
畳
の
縁

取
り
、
さ
ら
に
は
、
障
子
窓
に
外
光
が

投
げ
か
け
る
明
る
い
輪
郭
―
―
あ
た
か

も
光
が
壺
の
形
を
な
ぞ
っ
て
い
る
か
の

よ
う
だ
―
―
に
よ
っ
て
も
、
連
結
さ
れ

て
い
る
。

　
幾
何
学
形
態
の
直
行
に
よ
り
生
ま
れ

る
こ
の
連
結
と
対
比
を
な
し
て
い
る
の

は
、壺
の
上
に
垣
間
見
え
る
、そ
や
そ
や

と
う
ご
め
く
形
態
で
あ
る
。
そ
の
形
態

は
、
左
右
ば
か
り
か
上
下
の
完
璧
な
空

間
の
対
称
性
に
よ
っ
て
押
さ
え
つ
け
ら

て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
コ
マ
で
唯

一
う
ご
め
く
要
素
は
、
長
く
し
な
や
か

な
茎
状
の
植
物
の
影
で
あ
る
。
風
に
揺

図10　最初に壺が登場する場面

図11　百万塔陀羅尼
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に
は
お
か
な
い
。
彼
の
多
く
の
映
画
で
神
話
と
し
て
語
ら
れ
、
と
り
わ
け
『
晩
春
』
に
お
い

て
も
っ
と
も
力
強
く
語
ら
れ
る
小
津
の
本
質
的
な
物
語
と
は
、
自
身
の
結
婚
に
、
父
が
い
つ

か
死
ぬ
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
証
を
見
た
あ
る
娘
の
物
語
、
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
運

命
が
人
間
の
生
と
死
に
負
わ
せ
る
、
表
裏
一
体
の
逃
れ
難
い
過
酷
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
誰
が

拒
め
る
だ
ろ
う
か
。
影
の
な
か
の
百
万
塔
陀
羅
尼
は
、
恐
ら
く
、
目
立
た
な
い
謎
め
い
た
も

の
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
死
ん
だ
母
の
、
不
安
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
形
象
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
安
を
呼
び
起
こ
す
長
い
影
は
、
孤
立
し
た
壺
と
そ
こ
か
ら
隔
て

ら
れ
た
形
象
の
両
方
を
、
避
け
る
事
の
で
き
な
い
死
の
運
命
へ
と
結
び
つ
け
て
い
る
（9）
。
障

子
窓
の
上
に
見
ら
れ
る
影
は
、
恐
ら
く
は
、
映
写
機
が
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
す
影

と
類
似
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
諸
々
の
オ
ブ
ジ
ェ
、
光
、
影
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
こ
の
神
話
的
な
物
語
が
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
の
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
結
論

　
ア
ッ
バ
ス
・
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
は
、
小
津
の
没
後
五
〇
年
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
二
〇
〇
三

年
に
長
編
映
画
「Five

〜
小
津
安
二
郎
に
捧
げ
る
」（
二
〇
〇
三
）
を
制
作
し
た
。
多
く
の
人
が
、

こ
の
映
画
の
タ
イ
ト
ル
の
「
五
」
と
い
う
数
字
は
何
に
言
及
し
た
も
の
か
と
自
問
し
た
。
小

津
の
映
画
界
に
お
け
る
五
〇
年
に
わ
た
る
活
動
を
指
し
て
い
る
と
い
う
意
見
も
あ
れ
ば
、
あ

る
い
は
五
歳
の
男
の
子
の
眼
差
し
特
有
の
魅
力
を
暗
喩
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
っ

た
。
海
岸
で
展
開
さ
れ
る
比
較
的
淡
々
と
し
た
五
編
の
物
語
か
ら
な
る
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
の
そ

の
長
編
映
画
の
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
イ
ラ
ン
人
監
督
が
最
も
大
切
に
す
る
小
津
の
遺
産
を
映

画
に
の
聖
遺
物
と
し
て
収
め
た
、
映
画
界
に
お
け
る
「
五
輪
塔
」、
護
送
の
仏
塔
と
し
て
の
長

編
映
画
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
か
―
―
そ
の
よ
う
に
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
に
尋
ね
て
み
る
の

は
、
興
味
深
い
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
が
小
津
に
学
ん
だ
遺
産
と
は
「
ピ
ロ
ー
・
シ
ョ
ッ
ト
」
と

よ
ば
れ
る
崇
高
な
技
術
の
こ
と
だ
。「
ピ
ロ
ー
・
シ
ョ
ッ
ト
」
と
は
、
ノ
エ
ル
・
バ
ー
チ
が

『
遙
か
な
る
観
察
者
へ
―
日
本
映
画
の
形
態
と
意
味
―
』（
一
九
七
九
）
で
初
め
て
定
義
し
た
も

の
で
、
小
津
が
映
画
の
筋
の
進
行
の
た
だ
な
か
に
取
り
入
れ
た
、
大
抵
は
静
止
状
態
の
、
一

見
し
た
と
こ
ろ
偶
然
そ
こ
に
あ
る
よ
う
な
オ
ブ
ジ
ェ
、
シ
ー
ン
、
風
景
の
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト

の
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
チ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
小
津
の
映
画
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
定
義

は
、「
静
物
の
取
り
入
れ
に
よ
る
カ
ッ
ト
・
ア
ウ
ェ
イ
（cutaway still -life

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「﹇
…
…
﹈
驚
く
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
る
戦
略
を
も
ち
い
て
、
複
雑
で
多
様
な
関
係
を
生
み
出
す

紀
子
の
苦
悩
に
対
し
て
観
客
各
々
が
共
感
を
映
し
出
す
、
中
が
空
洞
の
容
器
の
よ
う
な
機
能

を
果
た
す
の
だ
と
い
う
見
解
を
支
持
す
る
の
は
、
早
急
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

　
逆
に
、
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
力
強
さ
は
ま
さ
に
以
下
の
事
実
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
一
方
で
は
語
り
の
内
部
に
メ
タ
物
語
的
熟
考
を
さ
し
は
さ
み
、
曖
昧
な
記
号
に
よ
っ
て

そ
の
場
面
、
つ
ま
り
は
映
画
の
言
説
に
意
味
を
撒
き
散
ら
し
つ
つ
、
他
方
で
そ
の
同
一
の
シ

ー
ク
エ
ン
ス
が
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
こ
れ
ら
の
記
号
を
よ
り
分
け
、
配
置
し
、
可
能
な

解
釈
が
増
え
な
い
よ
う
に
す
る
と
同
時
に
観
客
の
解
釈
学
的
緊
迫
を
方
向
付
け
る
フ
ィ
ル
タ

ー
を
整
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
注
意
深
く
視
覚
的
に
描
写
す
る
な
ら
、

こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
が
ひ
き
起
こ
す
可
能
な
意
味
の
母
型
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
壺
が
こ
の
シ
ー

ン
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
オ
ブ
ジ
ェ
、
す
な
わ
ち
百
万
塔
陀
羅
尼
と
関
係
す
る
と
い
う
半–

象
徴
系
（7）
か
ら
出
発
し
な
い
な
ら
、
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（8）
。
前
述
し
た
よ
う
に
、批
評
は
も
っ
ぱ
ら
前
者
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、あ

る
意
味
で
は
そ
の
よ
う
な
批
評
は
、
あ
る
種
の
抑
圧
を
行
っ
た
の
だ
。
壺
は
、
情
景
の
中
心

に
あ
っ
て
、
と
て
も
長
い
影
を
作
り
出
す
午
後
の
傾
い
た
光
の
中
に
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
そ
の
影
を
追
う
な
ら
ば
、
影
は
、
よ
り
謎
め
い
た
、
等
閑
に
さ
れ
て
い
た
第
二
の
オ
ブ

ジ
ェ
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
ど
ん
な
光
も
差
し
込
む
こ
と
の
な
い
暗

が
り
の
中
で
、
柱
の
向
こ
う
に
あ
り
、
シ
ル
エ
ッ
ト
だ
け
が
見
え
る
。
だ
が
、
も
し
日
本
文

化
に
明
る
い
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
の
本
質
的
な
象
徴
性
が
宗
教
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
葬
儀
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
、
恐
ら
く
は
理
解
で
き
る
。

紀
子
が
父
の
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
間
、
映
画
は
そ
こ
に
ぽ
つ
ん
と
あ
る
、
傾
い
た
光

が
触
れ
る
壺
を
、
そ
し
て
同
時
に
、
影
の
中
に
あ
る
儀
礼
の
、
追
悼
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
、
私
た

ち
に
見
せ
る
。
あ
た
か
も
壺
の
胴
体
部
分
に
あ
る
形
態
の
揺
れ
動
き
を
延
長
す
る
か
の
よ
う

な
、
激
し
い
風
が
窓
に
映
し
出
す
細
長
い
シ
ル
エ
ッ
ト
に
お
い
て
、
影
は
、
別
の
意
味
で
こ

の
シ
ー
ン
の
主
人
公
だ
。
こ
の
よ
う
な
細
部
と
関
連
し
て
、
壺
が
尊
式
と
呼
ば
れ
る
様
式
の

も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
生
け
花
で
花
入
れ
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
重
要
だ
。

　
小
津
の
映
画
が
、
壺
と
百
万
塔
陀
羅
尼
、
光
と
闇
、
静
止
と
運
動
、
幾
何
学
と
混
沌
と
の

間
の
弁
証
法
を
介
し
て
、
そ
の
最
も
深
い
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
を
差
し
出
す
た
め
に
存

在
し
て
い
る
と
の
考
え
を
提
示
す
る
の
は
、
大
胆
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
も
っ
と
も
深
い

意
味
と
は
、
死
を
想
い
な
が
ら
、
何
世
代
に
も
わ
た
る
痛
ま
し
い
生
死
の
継
起
の
た
だ
な
か

を
、
悠
然
と
、
情
け
容
赦
な
く
歩
み
を
進
め
る
時
間
を
想
い
な
が
ら
生
き
る
者
を
、
捉
え
ず
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り
に
落
ち
る
時
、
そ
こ
に
自
ら
の
最
期
の
不
気
味
な
メ
タ
フ
ァ
ー
を
見
出
す
か
の
よ
う
に
。

　
イ
タ
リ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
、
日
本
と
い
う
、
古
か
ら
存
続
す
る
文
化
か
ら
派
生
し
た
三
つ
の

記
号
の
領
域
は
、
デ
・
キ
リ
コ
、
キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
、
そ
し
て
小
津
に
、
形
而
上
的
な
眼
差
し

の
叙
情
的
基
盤
と
な
る
構
造
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
新
た
な
次
元
を
開
示
す

る
表
現
形
式
と
し
て
の
詩
へ
の
参
照
を
通
し
て
も
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
が
そ

の
基
本
構
造
を
我
が
も
の
と
す
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
生
来
の
鋭
敏
さ
と
繊
細
さ
を
兼

ね
備
え
た
本
能
の
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
の
鋭
敏
か
つ
繊
細
な
本
能
が
、
事
物
の
究
極
の
意
味

は
、
人
間
の
意
識
的
な
行
為
に
見
ら
れ
る
み
せ
か
け
の
明
白
さ
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ど
こ

か
不
安
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
諸
々
の
オ
ブ
ジ
ェ
―
―
そ
れ
ら
は
神
話
を
庇
護
す
る
役
目
を

も
司
っ
て
い
る
の
だ
が
―
―
の
秘
密
の
う
ち
に
こ
そ
表
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
確
信
を
揺
る

が
ぬ
も
の
に
し
て
い
る
の
だ
。

付
記
：
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
十
四
日
に
通
信
教
育
部
芸
術
学
科
芸
術
学
コ
ー
ス
、
お

よ
び
大
学
院
芸
術
環
境
研
究
領
域
の
共
催
で
行
っ
た
マ
ッ
シ
モ
・
レ
オ
ー
ネ
教
授
（
ト
リ
ノ
大

学
）
の
特
別
講
義
の
口
頭
原
稿
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
と
で
、
物
語
の
流
れ
を
宙
吊
り
に
す
る
」（Burch 1979: 160

）
も
の
な
の
だ
。

　
バ
ー
チ
は
、「
枕
詞
（pillow -words

）」
と
い
う
語
に
基
づ
き
、「
ピ
ロ
ー
・
シ
ョ
ッ
ト
（pillow -

shots

）」と
い
う
新
語
を
考
え
出
し
た
。
一
九
六
一
年
出
版
の『
日
本
の
宮
廷
詩
』の
共
著
者
ロ

バ
ー
ト
・
Ｈ
・
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
と
ア
ー
ル
・
マ
イ
ナ
ー
は
、
日
本
の
叙
情
詩
美
学
の
専
門
用
語
、

「
枕
詞
」
を
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

あ
る
語
に
付
さ
れ
る
慣
例
的
な
形
容
辞
な
い
し
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
。
普
通
は
短
い
五
音

節
の
詩
行
を
占
め
、
通
常
は
次
の
詩
行
に
あ
る
最
初
の
語
を
形
容
す
る
。
枕
詞
に
よ
っ

て
は
意
味
が
明
確
で
な
い
こ
と
も
あ
る
。
意
味
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
音
を
整
え

る
と
い
う
修
辞
的
な
機
能
を
も
ち
、
あ
る
レ
ベ
ル
で
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
機
能
も
も

つ
。（Brower-M

iner 1961: 508

）

　
そ
ろ
そ
ろ
結
論
に
入
り
た
い
。
歴
史
的
に
も
、
地
理
的
に
も
、
言
語
的
に
も
こ
れ
ほ
ど
遠

く
離
れ
た
三
人
の
作
家
を
結
び
つ
け
る
細
き
赤
い
糸
が
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
デ
・
キ
リ
コ
、

キ
ア
ロ
ス
タ
ミ
、
小
津
は
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
に
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
意
味
作
用
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
う
。
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
起
こ
っ
た
出

来
事
の
物
語
と
、
目
に
見
え
る
も
の
の
表
象
が
、
意
味
が
生
ま
れ
る
唯
一
の
次
元
で
あ
る
わ

け
で
も
な
け
れ
ば
、
卓
越
し
た
次
元
な
わ
け
で
も
な
い
。
よ
り
考
慮
す
べ
き
は
、
精
神
の
一

段
高
い
場
に
向
け
て
、
知
覚
、
想
像
、
解
釈
の
跳
躍
を
成
し
遂
げ
る
よ
う
、
観
客
を
勇
気
づ

け
、
導
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
段
高
い
次
元
に
お
い
て
、
描
写
さ
れ
た
諸
々
の
オ
ブ
ジ
ェ
、

演
じ
ら
れ
た
登
場
人
物
た
ち
、
物
語
ら
れ
た
行
為
の
数
々
、
呼
び
起
こ
さ
れ
た
様
々
な
感
動

は
、
新
た
な
ア
ウ
ラ
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
、
世
界
に
対
す
る
よ
り
鋭

い
眼
差
し
と
、
よ
り
澄
明
な
光
の
も
と
で
、
解
読
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
跳
躍
を
可
能

に
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
く
て
も
、
跳
躍
し
や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
視
覚
的
物
語
の
内
部

に
裂
け
目
を
形
成
す
る
こ
と
だ
。
そ
の
裂
け
目
に
お
い
て
は
、
物
語
の
進
行
の
流
れ
が
中
断

さ
れ
、
時
間
は
停
止
し
、
空
間
は
幾
何
学
的
な
ガ
ラ
ス
の
聖
遺
物
箱
に
変
容
し
、
遠
方
か
ら

差
し
込
む
光
が
舞
台
上
に
ご
く
長
い
影
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
観
客
は
、
観
察
や
解
釈
を

目
的
と
し
て
対
象
を
見
る
と
い
う
、
常
日
頃
の
習
慣
を
忘
れ
て
、
も
の
を
見
る
よ
う
促
さ
れ

る
。
壁
に
だ
ら
り
と
た
れ
下
が
っ
た
片
方
だ
け
の
手
袋
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
無
や
、
で

こ
ぼ
こ
道
を
転
が
っ
て
い
く
殺
虫
ス
プ
レ
ー
の
う
ち
に
潜
む
不
在
を
理
解
す
る
よ
う
に
、
そ

し
て
、
薄
暗
が
り
に
あ
る
壺
を
脅
す
死
を
感
知
す
る
よ
う
に
、
促
さ
れ
る
の
だ
。
人
間
が
眠
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註（1）
　
グ
レ
マ
ス
の
『
構
造
意
味
論
』
に
お
い
て
、
意シ

ニ
フ
ィ
エ

味
内
容
は
、
二
次
的
な
意
味
論
的
補
足

に
し
た
が
っ
て
配
列
さ
れ
る
一
次
的
な
意
味
論
的
核
の
分
布
と
一
致
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
。
後
者
が
「
核
意
味
素
」
と
呼
ば
れ
、
前
者
が
「
分
類
素
」
あ
る
い
は
「
文
脈
意

味
素
」
と
呼
ば
れ
る
。

（2）
　
こ
れ
以
前
に
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
が
治
安
部
隊
員
た
ち
と
会
話
を
か
わ
す
シ
ー
ン
が
あ

る
。
そ
の
会
話
の
中
で
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
治
安
部
隊
員
た
ち
に
向
か
っ
て
、
自
分

は
空
軍
で
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
し
て
兵
役
を
果
た
し
た
こ
と
を
打
ち
明
け
る
。
加
え
て
、
場

所
の
入
れ
替
わ
り
が
会
話
の
中
で
ほ
の
め
か
さ
れ
る
（
治
安
部
隊
員
た
ち
は
遠
い
町
の
出
身
で
、

今
は
テ
ヘ
ラ
ン
で
兵
役
を
こ
な
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
は
ち
ょ
う
ど
逆
の
こ
と
が
起
こ
っ

た
）。
こ
れ
は
、
テ
ヘ
ラ
ン
の
町
の
高
低
と
北
南
の
位
相
と
関
連
し
て
、「
ス
プ
レ
ー
缶

の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
」
の
意
味
論
を
根
本
的
に
理
解
す
る
上
で
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
。

（3）
　 

リ
チ
ー
が
小
津
に
捧
げ
た
最
初
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
も
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
壺

は
「
何
も
意
味
し
な
い
」
が
、
そ
れ
は
観
客
の
感
動
を
映
し
出
す
空
の
器
だ
ろ
う
と
い

う
（R

ichie 1974: 174

）。
そ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
リ
チ
ー
は
、日
本
美
学
を
性
格
づ
け
る
「
も

の
の
あ
わ
れ
」
の
概
念
に
中
心
的
役
割
を
与
え
て
い
る
（
ド
ナ
ル
ド
・
リ
チ
ー
『
小
津
安
二
郎
の

美
学
―
映
画
の
な
か
の
日
本
―
』
山
本
喜
久
男
訳
（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、1978

年
）104-105

頁
）。

（4）
　
ポ
ー
ル
・
シ
ュ
レ
イ
ダ
ー
『
聖
な
る
映
画
―
小
津
／
ブ
レ
ッ
ソ
ン
／
ド
ラ
イ
ヤ
ー
―
』

山
本
喜
久
男
訳
（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
八
一
年
）
九
一
頁
。

（5）
　
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
シ
ネ
マ
２
＊
時
間
イ
メ
ー
ジ
』
宇
野
邦
一
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
六
年
）
二
十
二
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の
は
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
だ
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
観
者
や
分
析
者
に
な
お
さ
ら

そ
の
意
図
を
強
調
す
る
よ
う
仕
向
け
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ

て
小
津
が
行
な
っ
た
道
具
立
て
の
選
定
の
意
味
論
的
重
要
性
が
そ
こ
に
あ
る
の
だ
。

（9）
　
百
万
塔
陀
羅
尼
の
驚
異
的
な
生
産
の
起
源
に
は
ま
た
、
仏
僧
の
道
鏡
（
七
〇
〇–

七
七
二
年

五
月
十
三
日
）
に
対
す
る
称
徳
天
皇
（
七
一
八–

七
七
〇
）
の
情
熱
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ

が
、百
万
塔
陀
羅
尼
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
共

コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン

示
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
く

な
い
だ
ろ
う
。
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De Chirico, Kiarostami, and Ozu come from different cul-
tural and artistic backgrounds, work in different contexts, 
and adopt different media (painting for De Chirico, cinema 
for the other two). Yet, a subtle thread links them together in 
the name of a common poetics. The three of them conceive 
their artistic artifacts as an occasion to discover an alternative 
dimension of reality, in which sibylline meanings can be re-
vealed. A central feature in this discourse of visual revelation 
is the way in which it represents objects. De Chirico, Kiar-
ostami, and Ozu all transform things within their texts into 
a sort of metaphysical device, able to grant spectators access 
to the “secret” depths of reality. Through an interdisciplinary 
analysis of some of the most famous paintings of De Chirico, 
as well as of some of the most significant movies of Kiarostami 
and Ozu, the semiotic characteristics of such “metaphysical 
design” can be pinpointed, described, and interpreted. Two of 
them, in particular, stand out: in De Chirico as in Kiarostami 
as in Ozu, objects are placed in a visual setting that, on the 
one hand, tends to bestow a rectilinear, orthogonal aspect to 
the gestalt of reality and, on the other hand, is articulated 
by a superposition of both planes and grids. When the three 
artists place objects within this abstract visual scaffolding, 
the perceptual effect that emerges from it invites beholders 
to dismantle the visual and conceptual habits through which 
the objects are usually perceived, so that they can acquire 
their typical uncanny and revelatory aura. In the three art-
ists, moreover, this effect is further emphasized by the choice 
of shadows that, unnaturally shaped, farther confer an aura 
of metaphysical detachment to the object that they emanate 
from. Semiotics can describe the meaning effect of these vi-

sual arrangements, while cultural semiotics can offer hypoth-
eses about the deep origins of such similarity: perhaps, the 
way in which the three authors poetically organize the visual 
discourse surrounding objects ultimately stems from three 
civilizations (the Italian, the Iranian, and the Japanese one) 
in which the narrative relation between subject and object, 
central in the “civilizations of prose” is not as fundamental 
as the non-narrative relation among objects, central in the 
“civilizations of poetry”. The article substantiates this claim 
by providing an unprecedented interpretation of the famous 
“vase” in one of the most discussed sequences of the history 
of cinema, the one in Ozu’s Late Spring (晩春 [Banshun]) 
(1949). The semiotic analysis points out that the sequence 
cannot be correctly interpreted without taking into account, 
besides the famous vase, a second mysterious object that Ozu 
simultaneously shows and conceals in the sequence itself. It 
is only through taking into account the poetic relations that 
one of Ozu’s famous pillow-shots establishes between these 
two objects that the ultimate metaphysical message of the 
sequence, and more in general of the movie, can be grasped.

Massimo LEONE

Metaphysics of Design: The Meaning of Objects in De Chirico, Kiarostami, Ozu


