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『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
け
る
黒
人
女
性
の
身
体
性

—
—

映
画
形
式
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
、
情
動
の
観
点
か
ら
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は
じ
め
に

　

本
論
文
は
、
一
九
〇
七
年
に
エ
ジ
ソ
ン
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
映
画
『
笑
気
ガ
ス
』

（Laughing G
as, 

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
S
・
ポ
ー
タ
ー
監
督
）
を
取
り
上
げ

1
、
本
作
に
お
け
る
黒
人
女
性
マ
ン
デ
ィ
の
身
体
性
に
つ
い
て
考

察
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
〇
六
、七
年
に
か
け
て
の
初
期
映
画
に
お
い
て
、黒
人
イ
メ
ー
ジ
の
多
く
は
既
存
の
メ
デ
ィ

ア
に
お
い
て
流
通
し
て
い
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
く
人
種
主
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
黒
人
の

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
イ
メ
ー
ジ
は
人
種
的
な
差
異
（
主
に
白
人
と
の
差
異
）
を
強
調
し
、
社
会
的
・
文
化
的
な
地
位
に
お
い
て
黒
人
が
白

人
よ
り
も
劣
っ
た
人
種
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、『
笑
気
ガ
ス
』
に
登
場
す
る
マ
ン
デ
ィ
の
よ
う
な

黒
人
女
性
は
、
人
種
的
そ
し
て
性
的
に
二
重
に
従
属
的
な
地
位
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
の
視
点
も
含
ま
れ
る
こ
と
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
映
画
研
究
の
分
野
に
お
い
て
初
期
映
画
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の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る

2
。
こ
う
し
た
方
法
論
的
潮
流
は
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
タ
ー
ン
（historical turn

）
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
テ
ク
ス

ト
の
内
在
的
な
分
析
を
重
視
し
て
き
た
従
来
の
映
画
研
究
の
反
省
か
ら
出
来
し
て
い
る
。
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
タ
ー
ン
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の

内
在
的
分
析
の
み
な
ら
ず
歴
史
資
料
が
重
視
さ
れ
、
初
期
映
画
か
ら
古
典
的
映
画
へ
と
い
っ
た
従
来
の
時
期
区
分
や
、
見
過
ご
さ
れ
る
か

あ
る
い
は
過
小
評
価
さ
れ
て
き
た
女
性
の
地
位
な
ど
に
つ
い
て
異
議
申
し
立
て
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
初
期
映
画
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
、
初
期
映
画
制
作
の
現
場
に
お
い
て
女
性
が
監
督
に
従
事
し
た
り
、
映

画
製
作
の
過
程
に
お
い
て
様
々
な
役
職
に
従
事
す
る
な
ど
、
女
性
が
映
画
制
作
の
場
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
古

典
期
（
一
九
一
五
年
以
降
）
に
お
い
て
は
男
性
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
中
核
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
の
映
画
へ
の
従
事
は
過
去
の

こ
と
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
映
画
を
古
典
期
に
は
な
い
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
の
場
と
し
て
み
な
す
こ
と
に
は
留
保

が
必
要
で
あ
る
。
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
M
・
ビ
ー
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
従
来
白
人
女
性
を
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
種

の
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
黒
人
女
性
な
ど
女
性
の
な
か
の
差
異
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
視
点
が
往
々
に
し
て
欠
落
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
3
。

　

本
論
で
は
、
こ
う
し
た
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
タ
ー
ン
以
降
の
先
行
研
究
を
参
照
す
る
と
同
時
に
、
従
来
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
黒
人

女
性
イ
メ
ー
ジ
の
否
定
的
な
側
面
に
の
み
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
い
て
、
黒
人
女
性
の
マ
ン
デ
ィ
が
公
共
空
間
と

私
的
空
間
を
遊
歩
し
な
が
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
境
界
を
侵
犯
あ
る
い
は
撹
乱
す
る
存
在
と
し
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る（
シ
ー

ン
一
覧
）。
ま
た
、『
笑
気
ガ
ス
』
と
い
う
題
名
が
示
す
通
り
、
マ
ン
デ
ィ
が
笑
気
ガ
ス
を
吸
入
す
る
こ
と
で
自
身
の
身
体
に
変
容
が
生
じ

る
様
子
が
映
さ
れ
る
。
笑
気
ガ
ス
と
い
う
技
術
に
よ
っ
て
影
響
を
被
る
マ
ン
デ
ィ
の
身
体
性
は
本
作
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
う
し
た
主
題
関
心
に
基
づ
き
、
本
論
文
で
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
ま
ず
、
本
作
の
形
式
的
な
側
面
に
着
目
し
、
こ
の
映
画

を
初
期
映
画
と
古
典
的
映
画
の
あ
い
だ
の
い
わ
ば
移
行
期
の
映
画
と
し
て
位
置
付
け
る
。本
作
の
形
式
が
古
典
期
へ
の
指
向
を
有
し
つ
つ
、

本
作
の
冒
頭
終
盤
に
挿
入
さ
れ
る
象
徴
的
な
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
に
着
目
し
、
そ
れ
が
人
種
主
義
に
下
支
え
さ
れ
た
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
一
節
）。
続
い
て
、
本
作
の
マ
ン
デ
ィ
が
マ
ミ
ー
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
タ
ー
ン
以
降
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
に
よ
る

先
行
研
究
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
本
作
を
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
理
論
的
視
座
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
分
析
や
人
種
と
い
う
単
一
の
構
造
に
は
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、本
作
の
多
層
的
な
権
力
関
係
を
明
ら
か
に
す
る（
二
節
）。

さ
い
ご
に
、
情
動
と
人
種
イ
メ
ー
ジ
を
議
論
す
る
シ
ア
ン
・
ン
ガ
イ
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
本
作
終
盤
の
二
つ
の
シ
ー
ン
で
あ
る
夜
の

バ
ル
コ
ニ
ー
と
黒
人
教
会
の
シ
ー
ン
を
情
動
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
両
シ
ー
ン
は
そ
れ
ま
で
の
シ
ー
ン
と
は
異

な
り
、
画
面
上
に
現
れ
る
登
場
人
物
の
全
員
が
黒
人
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
本
作
の
中
で
も
特
異
な
シ
ー
ン
だ
と
い
え
る
。
そ
う
し

た
一
見
す
る
と
境
界
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
（
三
節
）。

１　
移
行
期
の
映
画
と
し
て
の
『
笑
気
ガ
ス
』

　

本
作
が
初
期
映
画
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
は
必
ず
し
も
時
期
区
分
の
理
由
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
後

の
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で
は
、
な
に
よ
り
も
登
場
人
物
の
心
理
的
な
動
機
付
け
に
基
づ
く
物
語
進
行
（
因
果
関
係
の
展
開
）
や
観
客
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に
よ
る
登
場
人
物
へ
の
同
一
化
が
規
範
化
さ
れ
る
が
、本
作
に
は
心
理
的
な
動
機
付
け
や
同
一
化
技
法
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
4
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
映
画
の
映
画
形
式
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
本
作
が
そ
の
後
の
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
へ
の
萌
芽
的
な
形
式

を
も
備
え
も
っ
た
、
つ
ま
り
初
期
映
画
か
ら
古
典
期
の
あ
い
だ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
移
行
期
の
映
画
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　

こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
マ
ン
デ
ィ

5

が
登
場
す
る
さ
い
の
シ
ョ
ッ
ト
内
の
動
き
で
あ
る
。
本
作
に
映

し
出
さ
れ
る
シ
ー
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
台
空
間
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
全
一
〇
シ
ー
ン
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
映
画
冒
頭
と
終
わ

り
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
を
除
い
て
、
マ
ン
デ
ィ
が
登
場
す
る
さ
い
の
動
き
は
、
い
ず
れ
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
も
左
か
ら
画
面

内
に
登
場
し
、
右
へ
と
画
面
外
に
去
っ
て
い
く
動
き
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
シ
ョ
ッ
ト
内
の
動
き
は
、
ノ
エ
ル
・
バ
ー
チ
が
い

う
「
画
面
に
お
け
る
方
向
づ
け
（screen direction

）」
と
い
う
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
慣
習
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
画
面
に
お

け
る
方
向
づ
け
」
と
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
を
人
や
物
が
動
く
さ
い
の
方
向
性
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
慣
習
の
も
と
で
は
、
た
と
え
ば

歩
い
て
い
る
人
物
を
い
く
つ
か
の
シ
ョ
ッ
ト
に
割
る
と
き
、
カ
メ
ラ
の
視
点
か
ら
見
て
右
か
ら
左
へ
と
歩
く
の
か
、
左
か
ら
右
へ
と
歩
く

の
か
は
シ
ョ
ッ
ト
が
変
わ
っ
て
も
つ
ね
に
一
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、こ
の
慣
習
が
守
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

観
客
は
シ
ー
ン
の
空
間
を
混
乱
す
る
こ
と
な
く
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

6
。

　

ま
た
、
初
期
映
画
の
シ
ョ
ッ
ト
構
成
に
関
し
て
小
松
弘
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
構
成
さ
れ
る
初
期
映
画
に
お

い
て
も
、
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
意
味
単
位
が
完
結
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
慣
習
と
さ
れ
て
い
た

7
。『
笑
気
ガ
ス
』
で
は
、
マ

ン
デ
ィ
の
笑
い
が
各
シ
ー
ン
の
空
間
に
お
い
て
、
そ
こ
に
存
在
す
る
人
々
の
日
常
的
な
身
振
り
か
ら
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
に
伝
染
し
、
そ
の

空
間
内
の
人
物
全
員
が
笑
い
に
陥
る
と
い
う
点
に
お
い
て
一
貫
し
た
意
味
単
位
を
有
し
て
い
る

8
。
す
な
わ
ち
、『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
け

る
マ
ン
デ
ィ
の
動
き
と
そ
れ
に
伴
う
シ
ョ
ッ
ト
構
成
に
お
い
て
、
意
味
単
位
は
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
内
で
完
結
し
て
お
り
、
空
間
的
な
連
続
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性
と
い
う
点
に
お
い
て
も
そ
の
後
の
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
を
特
徴
付
け
る
規
範
を
先
取
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
作

に
は
初
期
映
画
を
特
徴
付
け
る
要
素
、
な
か
で
も
本
作
の
監
督
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
S
・
ポ
ー
タ
ー
の
映
画
に
特
徴
的
な
要
素
を
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
冒
頭
と
終
わ
り
に
配
置
さ
れ
た
二
つ
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

二
つ
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
は
、
物
語
へ
の
寄
与
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
さ
い
、
質
的
に
異
な
っ
た
シ
ョ
ッ
ト
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
る
。
マ
ン
デ
ィ
が
虫
歯
を
痛
が
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
最
初
の
シ
ョ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
次
の
シ
ョ
ッ
ト
が
歯
科
医
の

シ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
物
語
的
な
因
果
関
係
を
明
確
に
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
他
方
で
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
っ
て
い
る
顔
が
映

さ
れ
る
最
後
の
シ
ョ
ッ
ト
に
は
物
語
的
な
結
末
を
示
す
機
能
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
物
語
的
な
因
果
関
係
と
い
う
観
点
か
ら

考
え
る
と
、
先
の
シ
ョ
ッ
ト
に
比
較
し
て
そ
う
し
た
機
能
は
希
薄
で
あ
り
、
質
的
に
異
っ
た
シ
ョ
ッ
ト
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、

最
後
に
配
置
さ
れ
た
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
こ
の
映
画
に
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
映
画
の
最
後
に
物
語
上
、
因
果
関
係
を
示
さ
な
い
シ
ョ
ッ
ト
を
配
置
す
る
こ
と
は
本
作
の
監
督
で
あ
る
エ
ド
ウ
ィ
ン
・S

・

ポ
ー
タ
ー
の
常
套
手
段
だ
っ
た
。
バ
ー
チ
は
、『
大
列
車
強
盗
』（The G

reat Train Robbery, 1903

）に
お
け
る
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ

ト
取
り
あ
げ
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
物
語
上
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。『
大
列
車
強
盗
』
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ

プ
は
、
強
盗
団
の
一
味
で
あ
る
男
性
が
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
銃
を
放
つ
シ
ョ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
る

9
（
図
版
１
）。
現
在
、
主
に
流

通
し
て
い
る
『
大
列
車
強
盗
』
で
は
映
画
の
最
後
に
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
物
語
上
で
は
強
盗
団
が
激
闘
の
す
え
、
射
殺

さ
れ
た
あ
と
に
提
示
さ
れ
る
の
で
、
物
語
的
な
因
果
関
係
に
基
づ
い
て
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
ノ
エ
ル
・
バ
ー
チ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
本
作
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
は
本
編
と
は
別
の
一
巻
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の

映
画
館
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遊
興
場
の
映
画
館
に
送
ら
れ
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
を
映
画
の
冒
頭
か
終
わ
り
に
挿
入
す
る
か
は
興
行
主
に
任
さ
れ
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て
い
た
と
い
う

7
。
バ
ー
チ
は
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
を
冒
頭
に
挿
入
す
る
か
、
終
わ
り
に
挿
入
す
る
か
で
観
客
へ

の
効
果
が
変
わ
り
、
ま
た
ど
ち
ら
に
挿
入
し
た
と
し
て
も
不
自
然
な
印
象
を
観
客
に
与
え
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 

10

。

　

ま
ず
、
冒
頭
に
挿
入
し
た
際
に
は
、「
こ
の
見
慣
れ
ぬ
映
像
の
も
つ
『
驚
愕
』
効
果
に
呼
応
し
て
観
客
は
あ
る
種
の
期
待
感
」
を
持
つ

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
観
客
は
画
面
と
の
「
通
常
の
関
係
」
に
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
、「
裏
切
ら
れ
た
」
感
覚
を
持
つ
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
。
他
方
で
、
映
画
の
終
わ
り
に
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
を
挿
入
し
た
場
合
、
観
客
に
「
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
見
終
わ
っ
た
あ
と
も

楽
し
い
印
象
」
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
映
画
全
体
の
印
象
を
変
え
、「
当
時
よ
う
や
く
確
立
し
か
け
た
『
閉
じ
ら
れ
た
話
法
』

を
根
底
か
ら
覆
」
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
11
。
つ
ま
り
、『
大
列
車
強
盗
』
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト

は
観
客
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
効
果
が
あ
る
一
方
で
、
物
語
の
直
線
的
話
法
の
点
で
は
む
し
ろ
観
客
の
理
解
を
阻
害
す
る
シ
ョ
ッ
ト
だ
と

い
え
る
。

　

こ
こ
で
『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
け
る
マ
ン
デ
ィ
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
が
当
時
の
上
映
に
お
い
て
ど
こ
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
の

か
を
当
時
の
業
界
紙
ム
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
誌
に
掲
載
さ
れ
た
シ
ノ
プ
シ
ス
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い 

12

。
そ
こ

で
は
、
最
初
に
マ
ン
デ
ィ
の
歯
が
痛
む
様
子
が
、
そ
し
て
、
最
後
に
マ
ン
デ
ィ
が
笑
っ
て
い
る
様
子
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
現
在
流
通
し

て
い
る
バ
ー
ジ
ョ
ン—

—

冒
頭
と
終
わ
り
に
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
を
配
置—

—

と
同
様
の
シ
ョ
ッ
ト
の
順
序
で
当
時
も
上
映
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
観
客
に
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
誘
発
す
る
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
は
、
ト
ム
・
ガ
ニ
ン
グ
が
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の

映
画
」
と
し
て
示
し
た
初
期
映
画
の
受
容
モ
ー
ド
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ガ
ニ
ン
グ
に
よ
る
と
、「
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の

映
画
」
は
物
語
を
語
る
こ
と
で
は
な
く
、
露
出
症
的
な
「
み
せ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
映
画
経
験
を
形
作
る
と
い
う
。
つ
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ま
り
、
初
期
映
画
の
観
客
は
画
面
に
映
し
出
さ
れ
る
物
語
の
受
容
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
動
く
映
像
そ
れ
自
体
を
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
受
容
し
て
い
た
の
で
あ
る 

13

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
の
機
能
に
つ
い
て
整

理
し
て
お
こ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
映
画
冒
頭
の
シ
ョ
ッ
ト
は
物
語
的
な
因
果
関
係
を
持
つ
と
い
う
点
で
、
そ
の
後
の
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ

ド
映
画
に
規
範
化
さ
れ
る
物
語
の
直
線
的
な
話
法
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
終
わ
り
の
シ
ョ
ッ
ト
は
笑
う
黒
人
女
性
そ
れ
自
体

を
見
世
物
と
し
て
提
示
し
、「
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
画
」
と
し
て
の
映
像
経
験
を
形
作
る
シ
ョ
ッ
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
終
わ
り
の
シ
ョ
ッ
ト
が
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
受
容
さ
れ
る
そ
の
根
底
を
支
え
て
い
た
の
は
、
黒
人
（
女
性
）

に
対
す
る
人
種
主
義
的
な
態
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
本
作
は
、
そ
の
後
の
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
期
の
規
範
へ
向
か
い
つ
つ
も
、
初

期
映
画
の
特
質
が
い
ま
な
お
残
存
し
て
い
る
移
行
期
の
映
画
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
マ
ン
デ
ィ
の
イ
メ
ー
ジ
は
人

種
主
義
的
態
度
に
根
ざ
し
た
見
世
物
＝
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
の
み
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
作
に
お
い
て
黒
人
女
性
で
あ

る
マ
ン
デ
ィ
が
当
時
ど
の
よ
う
な
黒
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
流
通
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。

2　
『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
け
る
撹
乱
さ
れ
る
境
界

2–

1　

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
マ
ミ
ー

　
『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
け
る
マ
ン
デ
ィ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
を
批
判
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
本
作
の
あ
ら
す
じ
を
簡
潔
に

確
認
し
た
い
。
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歯
を
痛
め
た
黒
人
女
性
の
マ
ン
デ
ィ
は
治
療
の
た
め
に
歯
科
医
へ
と
向
か
う
。
歯
科
医
を
訪
ね
て
き
た
マ
ン
デ
ィ
は
、
歯
科
医
師
と
助

手
の
二
人
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
治
療
の
痛
み
に
耐
え
か
ね
て
そ
の
痛
み
を
軽
減
す
る
た
め
に
笑
気
ガ
ス
（
正
式
に
は
亜
酸
化

窒
素
）
の
投
与
を
希
望
す
る
。
治
療
を
終
え
、
目
を
覚
ま
し
た
マ
ン
デ
ィ
は
笑
気
ガ
ス
の
影
響
で
笑
い
が
止
ま
ら
な
く
な
る
。
マ
ン
デ
ィ

の
笑
い
は
歯
科
医
と
歯
科
助
手
の
二
人
に
伝
染
し
、
彼
ら
も
同
じ
よ
う
に
笑
い
始
め
る
。
そ
の
後
、
彼
女
は
外
に
出
て
様
々
な
場
所
に
出

向
く
が
、
そ
こ
で
遭
遇
す
る
人
物
す
べ
て
に
彼
女
の
笑
い
は
伝
染
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
笑
い
を
引
き
起
こ
す
マ
ン
デ
ィ
と
い
う
人
物
は
、
従
来
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
を
考
慮
す

る
と
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ま
ず
マ
ン
デ
ィ
が
黒
人
女
性
の
ど

の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
に
分
類
さ
れ
る
の
か
確
認
し
、
次
い
で
、
そ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
か
ら
い
か
に
し

て
逸
脱
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

　

マ
ン
デ
ィ
は
い
わ
ゆ
る
「
マ
ミ
ー 

（m
am

m
y

）」
と
呼
ば
れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
作
の
中
盤
で
白
人

家
庭
の
家
政
婦
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
の
世
紀
転
換
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、マ
ミ
ー

＝
家
政
婦
に
従
事
す
る
黒
人
女
性
は
、「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
彼
女
た
ち
の
社
会
的
地
位
を
表
す
一
種
の
文
化
的
な
略
語
」
と
し
て
そ
の

イ
メ
ー
ジ
が
流
通
し
て
い
た 

14

。
す
な
わ
ち
、
マ
ミ
ー
と
は
白
人
家
庭—

—

主
に
中
流
階
級
の
家
庭—

—

に
仕
え
る
従
属
的
な
立
場
に

あ
る
黒
人
女
性
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ナ
ル
ド
・
ボ
ー
グ
ル
は
「
マ
ミ
ー
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
つ
い
て
、
通
常
「
大
き

く
太
っ
て
い
て
気
難
し
い
」
人
物
で
あ
り
、「
女
性
ら
し
さ
や
性
的
な
魅
力
が
剥
奪
さ
れ
た
人
物
像
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る 

15

。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
黒
人
イ
メ
ー
ジ
は
、
当
時
の
初
期
映
画
に
お
い
て
決
し
て
珍
し
い
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
い
ま
だ
人
種
主
義
的
な
態
度
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
初
期
映
画
の
時
代
に
は
あ
り
ふ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
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あ
る 
16

。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
よ
う
に
マ
ン
デ
ィ
が
マ
ミ
ー
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
映
画
中
盤
で
あ
り
、
そ
こ
に

至
る
ま
で
マ
ン
デ
ィ
を
特
定
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
観
点
か
ら
『
笑
気
ガ
ス
』
の
マ
ン
デ
ィ
を
考

察
し
て
い
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
に
よ
る
と
、
本
作
の
黒
人
女
性
の
表
象
は
そ
の
他
の
初
期
映
画
の
黒
人
表
象
に
比
べ
る
と
、「
真
正
性
と

行
為
者
性
」
ゆ
え
に
特
異
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
マ
ン
デ
ィ
が
白
人
に
よ
る
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
イ
ス
で
は
な
く
、
実
際
に
黒
人
俳

優
（
べ
ル
タ
・
レ
グ
ス
タ
ス
）
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
点
（
真
正
性
）、
自
ら
進
ん
で
白
人
の
歯
科
医
へ
と
出
向
き
、
ま
た
、
マ
ミ
ー

の
表
徴
で
あ
る
「
食
料
品
や
洗
濯
カ
ゴ
を
持
た
ず
に
白
人
の
公
共
空
間
を
巡
回
し
て
い
る
」
点
（
行
為
者
性
）
を
挙
げ
て
、
本
作
の
マ
ン

デ
ィ
を
「
世
紀
転
換
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
女
性
に
は
予
期
し
な
か
っ
た
よ
う
な
相
当
の
自
律
性
を
享
受
し
て
い
る
」
登
場
人
物

と
し
て
論
じ
る
の
で
あ
る 

17

。

　

こ
の
よ
う
に
マ
ン
デ
ィ
は
一
方
で
、
黒
人
の
従
順
な
家
政
婦
と
し
て
の
「
マ
ミ
ー
」
と
い
う
社
会
的
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
他

方
で
各
シ
ー
ン
に
注
目
す
る
と
き
、
マ
ン
デ
ィ
は
「
マ
ミ
ー
」
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
特
徴
か
ら
は
逸
脱
し
た
要
素
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
、
次
節
で
は
『
笑
気
ガ
ス
』
の
各
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間

が
有
す
る
権
力
関
係
と
マ
ン
デ
ィ
の
身
振
り
に
着
目
す
る
。
本
作
で
展
開
さ
れ
る
権
力
空
間
は
、
人
種
や
階
級
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
多
様

な
力
線
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
る
。
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
が
、
そ
う
し
た
権
力
空
間
に
お
け
る
非
対
称
的
な
関
係
性
を
と
き
に
撹
乱
し
と
き
に

融
和
へ
と
導
く
さ
ま
を
よ
り
精
確
に
捉
え
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
方
法
論
に
則
り
分
析
を
進
め
て
い
く
。

　
『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
け
る
権
力
空
間
と
マ
ン
デ
ィ
に
よ
る
そ
う
し
た
空
間
の
撹
乱
を
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
論
じ

る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
パ
ト
リ
シ
ア
・
ヒ
ル
・
コ
リ
ン
ズ
と
ス
ル
マ
・
ビ
ル
ゲ
は
イ
ン
タ
ー
セ
ク



43  | 論文 | 『笑気ガス』における黒人女性の身体性
　　　　　——映画形式、インターセクショナリティ、情動の観点から

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
（
交
差
性
）
概
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
、
交
差
す
る
権
力
関
係
が
、
様
々
な
社
会
に
ま
た
が
る
社
会
的
関
係
や
個
人
の
日
常
的
経
験

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
概
念
で
あ
る
。
分
析
ツ
ー
ル
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

は
、
と
り
わ
け
人
種
、
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
階
級
〔
原
文
マ
マ
〕、
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
ア
ビ
リ
テ
ィ
、
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
、
そ
し
て
年
齢
な
ど
数
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
相
互
に
関
係
し
、
形
成
し
合
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
イ

ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
世
界
や
人
々
、
そ
し
て
人
間
経
験
に
お
け
る
複
雑
さ
を
理
解
し
、
説
明
す
る
方
法
で
あ
る 

18

。

こ
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
分
析
に
お
い
て
は
、
権
力
関
係
は
人
種
や
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
独
立

し
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
権
力
関
係
は
、
互
い
に
構
築
し
合
っ
て
お
り
、
相
互
に
作
用

し
合
」
う
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
相
互
排
他
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
権
力
空
間
は
諸
々
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
多
層
的
に
交
差
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る 

19

。
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
の
分
析

を
お
こ
な
う
こ
と
で
見
え
て
く
る
の
は
、
白
人
／
黒
人
、
男
性
／
女
性
と
い
っ
た
一
枚
岩
的
な
二
項
対
立
で
は
な
く
、
均
質
化
さ
れ
た
人

種
や
性
別
の
な
か
に
も
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
明
確
に
差
別
構
造
な
い
し
は
権
力
構
造
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

以
下
で
考
察
す
る
よ
う
に
『
笑
気
ガ
ス
』
の
複
数
の
シ
ー
ン
で
は
、
登
場
人
物
を
特
徴
付
け
る
様
々
な
属
性
・
特
性
に
よ
っ
て
権
力
空

間
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
空
間
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
状
況
が
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
を
契
機
と
し
て
何
か
し
ら
の
変
化
を
被
っ



美学芸術学論集 | 第 17 号 |  44西橋卓也｜ Takuya NISHIHASHI

て
い
る
の
で
あ
る
。

2–
2　

シ
ー
ン
分
析—

—

白
人
の
な
か
の
差
異

　
『
笑
気
ガ
ス
』
の
シ
ー
ン
構
成
を
確
認
し
て
お
く
。
本
作
は
先
述
し
た
歯
科
医
の
シ
ー
ン
を
含
め
全
体
で
一
〇
シ
ー
ン
か
ら
構
成
さ
れ

て
お
り
、
映
画
冒
頭
と
終
わ
り
の
マ
ン
デ
ィ
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
を
除
く
と
、
映
画
に
登
場
す
る
舞
台
は
八
シ
ー
ン
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
（
シ
ー
ン
一
覧
参
照
）。
順
序
と
し
て
は
、
歯
科
医
→
市
街
電
車
→
住
宅
街
①
→
警
察
署
→
住
宅
街
②
→
白
人
家
庭
→
夜

の
街
路
→
黒
人
教
会
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
複
数
の
民
族
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
そ
し
て
人
種
的
な
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ー
ン
に
お
け
る
複
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
そ
れ
ら
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
ど
の
よ
う
に
交
差
し
、
権
力
構
造
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
冒
頭
の
歯
科
医
の
シ
ー
ン
の
あ
と
に
続
く
、
市
街
電
車
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
シ
ー
ン
で
は
マ
ン

デ
ィ
が
車
内
に
現
れ
る
前
に
電
車
の
な
か
で
白
人
た
ち
が
座
っ
て
い
る
様
子
が
映
し
出
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
物
が
中
流
階
級
の
身
な

り
を
し
て
い
る
な
か
、
シ
ャ
ベ
ル
を
持
っ
た
労
働
者
の
白
人
男
性
が
ひ
と
り
乗
車
し
て
い
る
。
次
に
唯
一
の
黒
人
女
性
で
あ
る
マ
ン
デ
ィ

が
笑
い
な
が
ら
登
場
し
、
白
人
男
性
二
人
の
間
に
割
り
込
む
よ
う
に
し
て
座
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
シ
ー
ン
で
は
マ
ン
デ
ィ
が
現
れ
る
前
に

二
人
の
白
人
女
性
が
座
席
に
座
ろ
う
と
す
る
様
子
が
映
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
女
性
の
う
ち
、
最
初
の
一
人
は
若
い
白
人
女
性
で
あ
り
男

性
か
ら
進
ん
で
座
席
を
譲
り
受
け
る
が
、二
人
目
の
女
性
は
高
齢
の
白
人
女
性
で
あ
り
座
席
に
座
ろ
う
と
す
る
も
男
性
か
ら
拒
否
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
シ
ー
ン
を
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
白
人
男
性
間
で
の
労
働
者
と
中
流
階
級
と
い
う
二
つ
の
階
級
、
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
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年
齢
か
ら
な
る
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
交
差
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
車
内
の
空
間
は
白
人
の
階
級
的
な
差
異
の
空
間
で
あ
り
、
ま

た
白
人
男
性
の
女
性
に
対
す
る
振
る
舞
い
か
ら
、
白
人
性
の
な
か
に
存
在
す
る
差
異
つ
ま
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
年
齢
に
基
づ
い
た
差
異
が
露

わ
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
シ
ー
ン
の
複
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
交
差
す
る
権
力
空
間
に
お
け
る
、
白
人
男
性
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク

な
男
性
性
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
労
働
者
の
男
性
、
高
齢
の
女
性
、
黒
人
女
性
の
マ
ン
デ
ィ
が
従
属
的
な
立
場
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
と
そ
れ
に
伴
う
白
人
男
性
で
占
め
ら
れ
た
座
席
へ
の
割
り
込
み
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
支
配
／
従
属

と
い
う
立
場
は
撹
乱
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
シ
ー
ン
に
お
け
る
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
人
種

的
な
境
界
線
を
侵
犯
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
人
種
隔
離
政
策
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
は
黒
人
隔
離
政
策
の
一
環
と
し
て
の
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
が
い
ま
な
お
効
力
を
有
し
て
い
た
。
ジ

ム
・
ク
ロ
ウ
法
で
は
、
白
人
と
黒
人
は
そ
れ
ぞ
れ
専
用
車
両
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
黒
人
が
白
人
専
用
車
両
に
乗
り
込
む
こ
と

は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
マ
ン
デ
ィ
の
行
為
は
人
種
的
な
境
界
線
（
カ
ラ
ー
ラ
イ
ン
）
を

侵
犯
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
侵
犯
行
為
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
笑
い
の
機
能
で
あ
る
。
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
が
両

隣
の
男
性
か
ら
画
面
に
映
さ
れ
て
い
る
全
員
に
ま
で
伝
染
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
車
中
の
権
力
空
間
は
均
質
な
も
の
へ
と
変
容
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
取
り
上
げ
る
シ
ー
ン
は
、
住
宅
街
①
、
警
察
署
、
住
宅
街
②
の
三
つ
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
ま
ず
、
住
宅
街
①
の
シ
ー
ン
で
は
、

マ
ン
デ
ィ
は
中
流
階
級
の
住
宅
が
並
ぶ
街
路
で
一
人
の
白
人
男
性
と
遭
遇
し
、
二
人
が
話
し
合
う
な
か
で
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
に
男
性
が

伝
染
し
、
持
っ
て
い
た
物
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
で
マ
ン
デ
ィ
と
言
い
争
い
に
な
る
。
そ
の
仲
裁
に
入
ろ
う
と
二
人
の
警
察
官
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が
や
っ
て
く
る
が
、
そ
こ
で
も
ま
た
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
伝
染
す
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ー
ン
が
切
り
替
わ
り
警
察
署
の
シ
ー
ン
に
移
行
す

る
。
こ
の
シ
ー
ン
で
は
ま
ず
四
人
（
マ
ン
デ
ィ
、
白
人
男
性
、
二
人
の
警
察
官
）—

—

こ
こ
で
笑
い
は
一
度
落
ち
着
い
て
い
る—

—

が
警

察
署
に
や
っ
て
く
る
。
白
人
男
性
が
こ
の
シ
ー
ン
で
新
た
に
登
場
し
た
警
察
官
に
自
分
の
被
害
を
訴
え
、
警
察
官
も
マ
ン
デ
ィ
に
そ
の
こ

と
を
問
い
た
だ
す
身
振
り
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
収
ま
ら
ず
、
そ
の
笑
い
は
全
員
に
伝
染
し
て
い
く
。
続
く

住
宅
街
②
の
シ
ー
ン
で
は
、
二
人
の
白
人
男
性
が
言
い
争
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
マ
ン
デ
ィ
が
通
り
か
か
る
。
こ
こ
で
も
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い

は
二
人
の
男
性
に
伝
染
し
、
結
果
と
し
て
二
人
は
肩
を
組
ん
で
和
解
に
い
た
る
。

　

住
宅
街
①
、
②
の
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
男
性
に
つ
い
て
、
当
時
の
エ
ジ
ソ
ン
社
の
広
告
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
登
場

す
る
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
移
民
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
住
宅
街
①
の
男
性
は
イ
タ
リ
ア
人—

—

シ
ノ
プ
シ
ス
で
は
イ
タ
リ
ア
系

に
対
す
る
蔑
称
で
あ
るD

ago

が
用
い
ら
れ
て
い
る 

20—
—

、
住
宅
街
②
で
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
と
さ
れ
て
い
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、

イ
タ
リ
ア
人
の
芸
術
家
や
口
論
好
き
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
移
民
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 

21

。
さ
ら
に
エ
ジ
ソ
ン
社
の
広
告
に
よ
る
と
、
こ
の
住
宅
街
①
シ
ー
ン
の
前
に
ド
イ
ツ
人
の
ス
ト
リ
ー
ト
バ

ン
ド
が
登
場
す
る
シ
ー
ン
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る 

22

。
こ
の
シ
ー
ン
は
現
存
す
る
フ
ィ
ル
ム
に
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
広
告

で
は
、
マ
ン
デ
ィ
が
ド
イ
ツ
人
ス
ト
リ
ー
ト
バ
ン
ド
の
演
奏
を
妨
げ
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
に
ド
イ
ツ
人
た
ち
に
も
伝
染
す
る
様
子
が
記
述

さ
れ
て
い
る 

23

。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
で
は
ド
イ
ツ
人
、
イ
タ
リ
ア
人
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
と
い
っ
た
複
数
の
民
族
が
登
場
し
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
民
族
性
の
も
と
に
有
徴
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
に
見
た
シ
ー
ン
の
物
語
か
ら
、
マ
ン
デ
ィ

の
笑
い
は
こ
う
し
た
移
民
た
ち
が
登
場
す
る
空
間
に
お
い
て
、
白
人
の
移
民
集
団
に
対
し
て
混
乱
を
招
く
と
同
時
に
、
調
和
や
融
和
を
も

た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
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警
察
署
の
シ
ー
ン
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
警
察
と
い
う
公
的
権
力
に
対
す
る
侵
犯
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
こ
の
シ
ー
ン
で
マ
ン
デ
ィ
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
人
芸
術
家
へ
の
加
害
は
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で

の
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
見
方
を
変
え
れ
ば
不
当
な
権
力
介
入
を
退
け
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

続
く
白
人
家
庭
の
シ
ー
ン
で
は
、
マ
ン
デ
ィ
が
家
政
婦
と
し
て
白
人
家
庭
に
仕
え
て
い
る
様
子
が
映
さ
れ
る
。
こ
の
シ
ー
ン
に
お
い
て

も
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
い
ま
だ
止
ま
る
こ
と
な
く
、
家
族
全
員
に
笑
い
が
伝
染
す
る
。
マ
ン
デ
ィ
は
自
身
が
も
っ
て
い
る
皿
の
中
身
を

男
性
の
頭
の
上
に
落
と
し
て
し
ま
う
も
、
家
族
は
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
に
よ
っ
て
混
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
る
た
め
に
、
マ
ン
デ
ィ
は
そ
の
行

為
を
咎
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
上
述
し
た
よ
う
な
マ
ミ
ー
と
し
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
て
い
る
黒
人
の
家
政
婦
と
白

人
家
庭
と
い
う
階
級
的
・
人
種
的
な
上
下
関
係
が
、
笑
い
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
均
質
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の

シ
ー
ン
に
お
け
る
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
の
伝
染
は
階
級
間
・
人
種
間
の
社
会
的
差
異
を
撹
乱
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
を
ふ
ま
え
、
マ
ン
デ
ィ
の
黒
人
性
（B

lackness

）、
多
様
な
民
族
集
団
と
白
人
中
産
階
級
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し

た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
議
論
を
検
討
し
た
い
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
マ
ン
デ
ィ
の
こ
の
よ
う
な
身
振
り
に
関
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
的
な
文
化

や
社
会
へ
の
白
人
た
ち
の
民
族
的
同
一
化
を
促
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
／
ま
た
そ
う
し
た
言
説
を
撹
乱
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
問
う
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
い
に
応
答
す
る
か
た
ち
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
一
方
で
マ
ン
デ
ィ
の
黒
人
性
が
彼
女
の
出
会
う

人
々—

—

様
々
な
民
族
性
の
も
と
に
有
徴
化
さ
れ
た
人
々—

—

を
「『
白
人
（“w

hite” 

）』
と
し
て
統
合
」
し
、
他
方
で
は
、「
白
人
の
移

民
集
団
の
あ
い
だ
の
差
異
を
強
調
す
る
」
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
と
い
う 

24

。
つ
ま
り
、
マ
ン
デ
ィ
の
黒
人
性
は
二
重
に
機
能
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
マ
ン
デ
ィ
の
黒
人
性
は
様
々
な
移
民
＝
民
族
集
団
を
均
質
で
平
板
化
さ
れ
た
「
白
人
性
」
の
も
と
に
統

合
し
て
い
る
。
他
方
で
は
、
冒
頭
で
登
場
す
る
歯
科
医
や
市
街
電
車
の
な
か
の
人
々
や
警
察
官
さ
ら
に
は
マ
ン
デ
ィ
の
雇
い
主
た
ち
の
よ
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う
なW

ASP

に
代
表
さ
れ
る
「『
ネ
イ
テ
ィ
ヴ （“native”

）』」
と
は
区
別
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
そ
う
し
た
多
様
な
民
族
集
団
が
も
つ
「
白

人
性
」
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る 

25

。

　

こ
う
し
た
矛
盾
を
孕
み
も
つ
マ
ン
デ
ィ
の
黒
人
性
と
人
種
編
成
が
、
移
行
期
の
映
画
形
式
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は

述
べ
る
。
移
行
期
の
映
画
で
あ
る
『
笑
気
ガ
ス
』
は
、
上
記
で
見
て
き
た
よ
う
な
多
様
な
民
族
性
＝
白
人
性
を
一
九
世
紀
的
な
人
種
的
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
示
す
一
方
で
、
そ
の
後
の
古
典
期
の
映
画
に
お
い
て
そ
う
し
た
多
様
な
白
人
性
が
均
質
で
単
一
の
「
白
人
」
な
る

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
予
示
し
て
い
る
の
で
あ
る 

26

。
こ
う
し
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
本
論

で
は
情
動
と
い
う
観
点
か
ら
マ
ン
デ
ィ
の
イ
メ
ー
ジ
と
続
く
二
つ
の
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
黒
人
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。

　

続
く
夜
の
バ
ル
コ
ニ
ー
と
黒
人
教
会
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
黒
人
に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
、
こ
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
全
員
が
黒
人
で
あ
り
、
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
人
種
や
階
級
な
ど
の
交
差
を
こ
れ
ら
の

シ
ー
ン
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
節
で
は
、
こ
の
事
態
に
つ
い
て
情
動
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
、
両
シ
ー
ン
に
お
け

る
マ
ン
デ
ィ
と
黒
人
た
ち
の
身
体
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

3　
情
動
の
共
有

3–

1　

 
ア
ニ
メ
イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
と
黒
人
の
身
体
表
象

　

本
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
マ
ン
デ
ィ
と
黒
人
た
ち
の
身
体
性
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
シ
ア
ン
・
ン
ガ
イ
が
人
種
と
情
動
と
の
関
係
性
を
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検
討
す
る
さ
い
に
用
い
る
「
ア
ニ
メ
イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
（anim

atedness

）」
と
い
う
情
動
概
念
を
参
照
し
た
い 

27

。
ン
ガ
イ
は
、
ア
ニ
メ

イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
の
概
念
を
人
種
表
象
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
お
り
、
ア
ニ
メ
イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
を
付
与
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の

表
象
を
「
過
剰
に
『
生
き
生
き
と
し
た
』
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
異
常
な
ほ
ど
外
部
か
ら
の
コ
ン
ト
ー
ル
に
影
響
さ
れ
や
す
い
柔
軟
な

身
体
」
と
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
意
味
付
け
し
た
定
義
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
象
に
お
い
て
は
、「
感
情
的
な
性
質
は
身
体

的
な
性
質
へ
と
ス
ラ
イ
ド
し
や
す
い
こ
と
」
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
人
種
と
い
う
概
念
が
、
ご
く
自
然
に
常
に
明
白
で
と
り
わ
け

目
に
見
え
る
身
体
の
な
か
に
あ
る
真
理
と
し
て
強
化
さ
れ
る
」
と
い
う 

28

。
す
な
わ
ち
、
黒
人
表
象
に
お
い
て
は
感
情
の
表
出
は
誇
張

さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
身
体
性
が
過
度
に
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
再
び
『
笑
気
ガ
ス
』
に
お
け
る
マ
ン
デ
ィ
の
身
体
表
象
に
目
を
向
け
た
い
。
冒
頭
の
歯
科
医
の
シ
ー
ン
で
は
、
笑

気
ガ
ス
を
吸
引
し
て
笑
い
が
止
ま
ら
な
く
な
る
姿
、
そ
し
て
そ
れ
が
映
画
全
編
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
外
部
か
ら
の

コ
ン
ト
ー
ル
〔
＝
笑
気
ガ
ス
〕」
の
影
響
に
晒
さ
れ
や
す
い
マ
ン
デ
ィ
の
特
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
歯
科
医
の
シ
ー
ン
で
は
、
マ

ン
デ
ィ
の
抜
歯
さ
れ
る
姿
が
ト
リ
ッ
ク
撮
影
の
技
法
で
あ
る
置
換
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
撮
影
さ
れ
て
お
り
、
抜
歯
し
た
歯
が
異
常
に
巨
大

な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
マ
ン
デ
ィ
の
身
体
を
過
剰
な
身
体
性
で
も
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
笑
気
ガ
ス
を

吸
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
人
間
と
い
っ
た
存
在
か
ら
逸
脱
す
る
存
在
と
し
て
、
さ
ら
に
マ
ン
デ
ィ
個
人
の
感
情

や
精
神
と
い
っ
た
内
面
性
が
欠
落
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ニ
メ
イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
と
い
う
情
動
は
マ
ン
デ
ィ
以
外
の
人
物
に
も
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
本
作
に
は
黒
人
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
民
族
／
人
種
を
問
わ
ず
笑
気
ガ
ス
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
る
人
々
が
映
し
出
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
全
員
が
内
面
性
の
欠
落
し
た
表
層
的
な
存
在
へ
と
変
貌
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
に
伝
染
す
る
こ
と
は
、
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つ
ま
る
と
こ
ろ
ア
ニ
メ
イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
と
い
う
情
動
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
本
作
は
人
種
的
な
差
異
を
撹
乱
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
先
述
し
た
、
こ
の
映
画
の
終
盤
に
位
置
す
る
二
つ
の
シ
ー
ン
（
夜
の
バ
ル
コ
ニ
ー
と
そ
れ
に
続
く
黒
人
教
会
）

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
シ
ー
ン
と
は
異
な
っ
て
黒
人
し
か
画
面
内
に
登
場
し
な
い
。
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
こ
れ
ま
で
の
シ
ー
ン
と
同
様
、
こ

の
二
つ
の
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
黒
人
に
も
伝
染
す
る
が
、
そ
の
際
の
情
動
の
共
有
の
内
実
は
こ
れ
ま
で
の
シ
ー
ン
と
は
異
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

3–

2　

 

夜
の
街
路
と
黒
人
教
会
シ
ー
ン
に
お
け
る
笑
い
の
機
能

　

ま
ず
、
シ
ー
ン
の
概
要
を
述
べ
て
お
く
。
夜
の
街
路
の
シ
ー
ン
で
は
、
ま
ず
マ
ン
デ
ィ
が
笑
い
な
が
ら
画
面
内
へ
と
フ
レ
ー
ム
・
イ
ン

す
る
。
そ
こ
へ
黒
人
の
男
性
が
や
っ
て
き
て
、
マ
ン
デ
ィ
に
対
し
て
性
的
誘
惑
を
行
う
も
彼
女
の
笑
い
に
影
響
を
受
け
自
身
も
笑
い
に
伝

染
す
る
。
マ
ン
デ
ィ
は
男
性
の
服
を
掴
ん
で
投
げ
飛
ば
し
、
男
性
の
笑
い
は
一
時
的
に
中
断
す
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
笑
い
続
け
て
い
る
マ

ン
デ
ィ
の
姿
を
見
て
、
再
び
男
性
は
笑
い
出
す
。
そ
の
ま
ま
マ
ン
デ
ィ
は
画
面
外
へ
と
フ
レ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
し
、
一
人
残
さ
れ
た
男
性
は

笑
い
続
け
る
。

　

こ
の
シ
ー
ン
で
は
男
性—

—

エ
ジ
ソ
ン
社
の
広
告
で
は
「
黒
人
の
ナ
ン
パ
師
（colored m

asher

）」
と
名
付
け
ら
れ
た
男
性—

—

か
ら

の
性
的
誘
惑
を
退
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
マ
ン
デ
ィ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
連
し
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
再
び
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
議
論
に
目
を
向
け
た
い
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、冒
頭
の
歯
科
医
の
シ
ー
ン
で
マ
ン
デ
ィ

が
二
人
の
歯
科
医
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
る
様
子
が
、「
人
種
間
の
性
行
為
（interracial sex

）」
と
「
黒
人
女
性
の
獣
の
よ
う
な
セ
ク
シ
ュ
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ア
リ
テ
ィ 
（black w

om
an’s bestial sexuality

）」
と
い
う
馴
染
み
の
言
説
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 

29。

こ
う

し
た
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、
市
街
電
車
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
マ
ン
デ
ィ
が
白
人
男
性
の
座
席
に
割
り
込
み
、
男

性
の
膝
の
上
に
腰
を
お
ろ
す
様
子
か
ら
も
同
様
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 

30

。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
夜
の
街
路
の
シ
ー

ン
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
シ
ー
ン
に
お
け
る
白
人
男
性
と
の
性
的
接
触
が
暗
示
的
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
黒
人
男
性
か

ら
性
的
誘
惑
が
明
示
的
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
に
よ
っ
て
白
人
男
性
と
の
人
種
間
性
交
も
、
そ
し
て
黒

人
男
性
か
ら
の
性
的
誘
惑
も
ま
た
退
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
人
種
に
も
と
づ
く
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
異

性
愛
に
も
と
づ
く
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
双
方
か
ら
も
逸
脱
す
る
主
体
と
し
て
マ
ン
デ
ィ
を
提
示
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
こ
の
シ
ー
ン
で
興
味
深
い
の
は
、
笑
い
に
伝
染
す
る
の
は
マ
ン
デ
ィ
と
黒
人
男
性
だ
け
で
は
な
く
、
背
景
の
空
に
描
か
れ
て
い

る
満
月
も
笑
い
の
表
情
を
浮
か
べ
て
い
る
点
で
あ
る 
31

。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
笑
い
は
人
間
の
み
な
ら
ず
月
と
い
う
非
人
間
的
な
形

象
に
ま
で
伝
染
し
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
人
間
／
非
人
間
と
い
う
二
項
対
立
を
超
え
て
作
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
で
は
こ
の
シ
ー
ン
に
続
く
、
多
数
の
黒
人
が
登
場
す
る
黒
人
教
会
の
シ
ー
ン
で
は
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
い
か
な
る
作
用
を
人
々
に
及

ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

黒
人
教
会
の
シ
ー
ン
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
最
初
に
教
会
に
い
る
牧
師
と
信
者
が
映
し
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
マ
ン
デ
ィ
が

訪
ね
て
く
る
が
、
市
街
電
車
の
シ
ー
ン
で
白
人
男
性
の
あ
い
だ
に
割
り
込
ん
で
座
る
の
と
は
異
な
り
、
あ
ら
か
じ
め
空
い
て
い
た
席
に
座

る
。
そ
こ
か
ら
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
他
の
人
々
に
も
伝
染
し
、
教
会
内
の
全
員
が
笑
い
始
め
、
最
終
的
に
マ
ン
デ
ィ
が
座
っ
て
い
る
席
の

列
が
後
方
へ
と
ひ
っ
く
り
返
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
マ
ン
デ
ィ
が
教
会
へ
と
や
っ
て
く
る
前
後
の
人
々
の
動
き
で
あ
る
。
シ
ー
ン
の
冒
頭
で
、
彼
ら
は
牧
師
の

リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
手
を
挙
げ
る
動
き
を
し
て
お
り
（
図
版
2
）、
そ
の
後
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
に
伝
染
し
て
か
ら
は
全
員
が
身
体
を
前
後

に
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
よ
う
に
な
る
（
図
版
3
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
教
会
に
い
る
人
々
は
マ
ン
デ
ィ
の
訪
問
前
か
ら
リ
ズ
ム
を
と
る
と
い

う
「
過
剰
な
身
体
性
」
で
も
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
点
で
、
先
に
見
た
ン
ガ
イ
の
ア
ニ
メ
イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
と
い
う
情
動
が
彼
ら
の
身
体
に

も
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
こ
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
他
の
シ
ー
ン
に
見
ら
れ
る
権
力
空
間
の
撹
乱
や

融
和
を
み
て
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
シ
ー
ン
で
は
、
黒
人
教
会
と
い
う
集
合
的
な
場
に
お
い
て
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
と
い
う
情
動
が

他
の
人
々
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
当
時
の
黒
人
教
会
が
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、
一
九
〇
三
年
に
著
さ
れ
た

Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
『
黒
人
の
た
ま
し
い
』
の
記
述
を
見
て
お
き
た
い
。
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
黒
人
教
会
に
お
い
て
牧
師
を
頂
点
と
し

て
そ
の
下
位
に
「
地
位
的
な
布
教
師
、
そ
れ
に
行
政
司
法
部
と
財
政
部
と
税
金
徴
収
人
」
な
ど
細
分
化
さ
れ
た
組
織
が
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
、「
皮
膚
の
色
に
た
い
す
る
偏
見
的
と
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
黒
人
が
き
っ
ぱ
り
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
、
あ
の
大
き
な
世
界
の
す
べ
て

が
、
今
日
の
黒
人
教
会
の
な
か
に
小
宇
宙
と
し
て
再
現
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る 

32

。
黒
人
教
会
は
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々
を
「
統

治
す
る
機
関
」
で
あ
る
一
方
で
、当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
「
法
の
保
護
の
外
に
お
か
れ
た
人
々
」
つ
ま
り
黒
人
に
と
っ
て
の
「
社
会
的
中
心
」

だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
白
人
と
り
わ
けW

A
SP

に
属
す
る
人
々
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い

て
、
黒
人
教
会
は
自
治
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
連
帯
の
場
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
会
員
数
が
多
か
っ
た
宗
派

の
特
徴
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
、「
宗
教
的
感
情
お
よ
び
熱
狂
」
と
い
う
特
徴
は
、黒
人
教
会
の
シ
ー
ン
に
お
け
る
福
音
賛
美
歌
（
ゴ
ス
ペ
ル
）

で
リ
ズ
ム
を
と
る
人
々
に
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る 

33

。
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ま
た
、
ジ
ュ
ス
タ
ス
・
ニ
ー
ラ
ン
ド
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
小
説
、
芸
術
、
映
画
に
つ
い
て
「
私
的
あ
る
い
は
モ
ナ
ド
的
領
域
の
一
部
で

あ
る
感
情
」
と
、
映
画
館
や
教
会
な
ど
公
的
空
間
に
お
い
て
様
々
に
顕
現
す
る
情
動
の
共
有
を
「
間
主
観
性
」
と
い
う
概
念
で
特
徴
づ
け

て
い
る 

34

。
こ
う
し
た
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
主
張
を
踏
ま
え
る
と
、
黒
人
教
会
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
人
々
の
宗
教
的
感
情
の
顕
現
か
ら
マ

ン
デ
ィ
の
笑
い
に
伝
染
す
る
こ
と
で
示
さ
れ
る
事
態
と
は
、
教
会
と
い
う
場
に
お
い
て
黒
人
が
相
互
に
「
間
主
観
性
」
に
晒
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
事
態
に
よ
っ
て
白
人
社
会
に
対
す
る
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
連
帯
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
本
作

に
お
い
て
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　　

本
論
文
で
は
、ま
ず
『
笑
気
ガ
ス
』
の
映
画
形
式
に
着
目
し
、初
期
映
画
と
古
典
的
映
画
と
の
間
の
移
行
期
の
映
画
と
し
て
位
置
付
け
た
。

移
行
期
の
映
画
に
お
い
て
は
、
古
典
期
に
規
範
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
画
面
の
方
向
づ
け
や
語
り
へ
の
指
向
が
存
在
す
る
一
方
で
、
初
期

映
画
に
お
け
る
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
／
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
の
映
画
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
さ
ら
に
本
作
に
お
け
る
マ
ン
デ
ィ
の
ク
ロ
ー

ス
ア
ッ
プ
は
人
種
主
義
的
な
態
度
に
根
差
し
た
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
二
節
で
は
、
本
作
で
映
し
出
さ
れ
る
各

シ
ー
ン
の
空
間
が
様
々
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
交
差
す
る
こ
と
で
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
い
る
人
々
に
対
し
て
マ
ン
デ
ィ
の

笑
い
が
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
は
各
シ
ー
ン
で
構
築
さ
れ
た
権
力
空
間
を
撹
乱
し
た
り
、
あ
る
い
は
民

族
間
の
融
和
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
節
で
は
、
ア
ニ
メ
イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
の
情
動
概
念
を
導
入
し
、
黒
人
の
み
が
登
場
す
る
夜

の
バ
ル
コ
ニ
ー
と
黒
人
教
会
の
シ
ー
ン
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
生
起
し
て
い
る
事
態
と
は
、
マ
ン
デ
ィ
の
笑
い
が
女
性
／
男
性
と
い
っ
た
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二
項
対
立
の
み
な
ら
ず
、
人
間
／
非
人
間
と
い
っ
た
区
別
す
ら
も
超
え
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
黒
人
教
会
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
、

マ
ン
デ
ィ
と
教
会
に
い
る
黒
人
は
ア
ニ
メ
イ
テ
ッ
ド
ネ
ス
が
付
与
さ
れ
た
身
体
性
で
あ
り
な
が
ら
、
翻
っ
て
そ
れ
が
黒
人
教
会
と
い
う
場

に
お
け
る
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
連
帯
の
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

さ
い
ご
に
本
論
文
の
考
察
が
も
た
ら
す
展
望
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。
従
来
の
初
期
映
画
研
究
に
お
い
て
、
黒
人
な
い
し
は
黒
人

女
性
と
い
っ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
い
う
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
受
動
／
能
動
あ
る
い
は
従
属
／
支
配
と
い
っ
た
二

項
対
立
の
も
と
で
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
は
物
語
の
因

果
関
係
の
網
の
目
の
な
か
へ
と
織
り
込
ま
れ
、
そ
こ
で
は
心
理
的
な
動
機
を
も
っ
た
登
場
人
物
と
し
て
馴
致
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
感
情
は
個
人
の
内
面
へ
と
還
元
さ
れ
、
そ
の
さ
い
情
動
の
次
元
は
後
景
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画

に
向
か
っ
て
心
理
的
動
機
付
け
、
つ
ま
り
語
り
が
規
範
化
さ
れ
る
移
行
期
に
あ
る
初
期
映
画
は
、
情
動
の
強
度
が
せ
め
ぎ
合
う
場
と
し
て

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
情
動
と
い
う
観
点
か
ら
初
期
映
画
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
単
に
抑
圧
さ
れ
た
人
種
イ
メ
ー

ジ
と
い
う
一
枚
岩
的
な
見
方
を
乗
り
越
え
、
そ
こ
に
撹
乱
や
融
和
、
連
帯
な
ど
様
々
な
出
来
事
が
生
じ
る
さ
ま
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

註1
  本
論
文
で
取
り
上
げ
る
『
笑
気
ガ
ス
』（Laughing Gas

）
は
、
下
記
のDVD

に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。Edison the invention of the m

ovies, produced by Bret 
W

ood(2005; N
ew

 York: Kino on Video), DVD.
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2
  こ
う
し
た
展
開
を
代
表
す
る
著
作
と
し
て
、Jennifer. M

. Bean and Diane N
egra. eds., A Fem

inist Reader in Early Cinem
a

（Durham
 and London: Duke U

niversity  
Press, 2002

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

3  Jennifer. M
. Bean, “Introduction,” Jennifer. M

. Bean and Diane N
egra. eds., A Fem

inist Reader in Early Cinem
a, Durham

 and London: Duke U
niversity 

Press, 2002, pp.1-26.

4  

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
「
古
典
的
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
」
杉
山
昭
夫
訳
、『「
新
」
映
画
理
論
集
成
②
知
覚
／
表
象
／
読
解
』
岩
本
憲
児
、
武
田
潔
、
斎
藤
綾
子
編
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、

一
九
九
九
年
、
一
七
七–

一
七
八
頁
。

5
  マ
ン
デ
ィ
と
い
う
名
前
が
映
画
の
な
か
で
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
公
開
当
時
一
九
〇
七
年
のM

oving Picture W
orld

誌
とNew York Clipper

誌
に
掲
載
さ
れ
た
本
作
の
広
告

で
は
マ
ン
デ
ィ
・
ブ
ラ
ウ
ン
（M

andy Brow
n

）
と
い
う
役
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、
マ
ン
デ
ィ
と
い
う
名
前
で
こ
の
黒
人
女
性
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

“Film
 Review

,” M
oving Picture W

orld, Dec. 14, 1907, p. 671., Internet Archive, https://archive.org/details/M
PW

01-1907-12/page/n29/m
ode/2up, 

24 Feb 2022., “N
ew

 Edison Film
,” N

ew
 York Clipper, D

ec.14, 1907, p. 1193., Illinois D
igital N

ew
spaper C

ollections, https://idnc.library.illinois.
edu/?a=d&

d=N
YC19071214.1.13&

e=, 24 Feb, 2022. 

な
お
、前
者
のM

oving Picture W
orld

は
業
界
紙
で
あ
り
、後
者
のNew York Clippe

は
一
般
向
け
の
雑
誌
で
あ
る
。

6  

ノ
エ
ル
・
バ
ー
チ
「
ポ
ー
タ
ー
、
あ
る
い
は
両
義
性
」
宮
本
高
晴
訳
、『「
新
」
映
画
理
論
集
成
①
歴
史
／
人
種
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
岩
本
憲
児
、
武
田
潔
、
斎
藤
綾
子
編
、
フ
ィ
ル
ム
・
ア
ー
ト
社
、

一
九
九
八
年
、
二
七
六
頁
。

7 

小
松
弘
『
映
画
の
起
源
』、
青
土
社
、
一
九
九
一
年
、
二
七
〇
頁
。

8  

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ッ
サ
ー
は
、
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
S
・
ポ
ー
タ
ー
の
映
画
に
お
い
て
シ
ー
ン
ご
と
で
類
似
し
た
行
為
の
反
復
が
度
々
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ポ
ー
タ
ー
が
当
時
の
コ
ミ
ッ
ク

ス
ト
リ
ッ
プ
か
ら
着
想
を
得
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
笑
気
ガ
ス
』
も
ま
た
、
舞
台
空
間
（
シ
ー
ン
）
を
変
え
な
が
ら
も
日
常
的
身
振
り
か
ら
笑
い
に
陥
る
と
い
う
一
連
の
構
成
が
反
復

さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ポ
ー
タ
ー
の
作
家
性
を
特
徴
付
け
る
作
品
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。Charles M

usser, Before the Nickeleodeon: Edwin S. Porter and the Edison 
M
anufacturing Com

pany , Berkeley: U
niversity of California Press, 1991, pp. 353-354.

9  

当
時
の
エ
ジ
ソ
ン
・
カ
タ
ロ
グ
に
よ
る
と
、
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
で
映
し
出
さ
れ
る
男
性
は
「
強
盗
一
味
の
バ
ー
ン
ズ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。Charles M

usser, Edison M
otion 

Pictures, 1890–1900 , W
ashington D.C.: Sm

ithsonian Institution Press, 1997, p. 239.

10  

バ
ー
チ
、
前
掲
書
、 

九
六
頁
。

11 

バ
ー
チ
、
前
掲
書
、 

九
六-

九
七
頁
。

12 “Film
 Review

,” M
oving Picture W

orld, Dec. 14, 1907, p. 671.

13  

ト
ム
・
ガ
ニ
ン
グ
「
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
映
画—

—

初
期
映
画
と
そ
の
観
客
、
そ
し
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」『
ア
ン
チ
・
ス
ペ
ク
タ
ク
ル　
沸
騰
す
る
映
像
文
化
の
考
古
学
』
中
村
秀
之
訳
、
中
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村
秀
之
、
長
谷
正
人
編
、
東
京
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
。

14 Jacqueline N
ajum

e Stew
art, M

igrating to The M
ovies: Cinem

a and Black Urban M
odernity, Berkeley: U

niversity of California Press, 2005, p. 44.
15  D

onald Bogle, Tom
s, Coons, M

ulattoes, M
am

m
ies, and Bucks: An Interpretations H

istory of Blacks in Am
erican Film

s 5th Edition, N
ew

 York: 
Bloom

sbury Academ
ic, 2016, pp. 6-7.　

本
書
は
黒
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
察
し
た
先
駆
的
な
著
作
（
初
版
一
九
七
三
年
）
だ
が
、
ド
ナ
ル
ド
・
ボ
ー
グ
ル
が
映

画
に
お
け
る
「
マ
ミ
ー
」
の
初
登
場
を
一
九
一
四
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
（『
女
の
平
和 

（Lysistrata

）』、『
ク
ー
ン
タ
ウ
ン
の
婦
人
参
政
権
論
者
た
ち(Coon Town Suffragettes)

』）
に

措
定
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
本
書
で
ボ
ー
グ
ル
が
対
象
に
し
て
い
る
の
は
、
主
に
古
典
期
以
降
（
一
九
一
五
年
以
降
）
の
映
画
で
あ
り
、
初
期
映
画
に
お

け
る
黒
人
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
論
述
の
対
象
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ー
グ
ル
が
定
義
す
る
「
マ
ミ
ー
」
の
要
素
は
一
定
程
度
、
本
作
の
マ
ン
デ
ィ
に
も
当
て
は

ま
る
。
本
論
で
は
、
ボ
ー
グ
ル
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
マ
ミ
ー
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
イ
メ
ー
ジ
が
有
す
る
諸
特
徴
を
本
作
に
認
め
つ
つ
、
そ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
は
還
元
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
逸
脱
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
本
作
の
マ
ン
デ
ィ
が
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

16  

マ
ン
デ
ィ
演
じ
る
ベ
ル
タ
・
レ
グ
ス
タ
ス
は
本
作
の
ほ
か
『
ト
ン
ネ
ル
の
な
か
で
何
が
起
こ
っ
た
か
？
』（W

hat H
appened in the Tunnel, 1903

）
や
『
使
用
人
の
女
の
問
題
』（The 

Servant Girl Problem
, 1905

）
で
も
マ
ミ
ー
を
演
じ
て
お
り
、
初
期
映
画
に
お
い
て
こ
の
配
役
を
演
じ
る
代
表
的
な
俳
優
だ
と
い
え
よ
う
。

17 Stew
art, p. 44.

18  

パ
ト
リ
シ
ア
・
ヒ
ル
・
コ
リ
ン
ズ
、
ス
ル
マ
・
ビ
ル
ゲ
『
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
』、
下
地
ロ
ー
レ
ン
ス
吉
孝
監
訳
、
小
原
理
乃
訳
、
人
文
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
一
六
頁
。Patricia 

H
ill Collins and Sirm

a Bilge,  Intersectionality 2th Edition, Cam
bridge: Polity Press, 2020.

19  「
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
概
念
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
キ
ン
バ
リ
ー・ク
レ
ン
シ
ョ
ー
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
の
出
自
と
し
て
、
ブ
ラ
ッ

ク
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
お
り
、
そ
こ
で
は
従
来
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
（
主
に
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
）
が
中
流
階
級
の
白
人
女
性
を
、
さ
ら
に
人
種
差
別
が
議
論
さ
れ
る
際

に
は
黒
人
男
性
を
前
提
と
し
て
い
た
運
動
な
い
し
は
理
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
現
れ
た
。こ
の
概
念
が
生
じ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
。清
水
晶
子「
第
六
章　
『
同
じ
女
性
』

で
は
な
い
こ
と
の
希
望—

—

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
岩
渕
功
一
編
『
多
様
性
と
の
対
話　
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
が
見
え
な
く
す
る
も
の
』、
青
弓
社
、
二
〇
二
一
年
、

一
四
五-

一
六
四
頁
。

20 “Film
 Review

,” M
oving Picture W

orld, Dec. 14, 1907, p. 671., “N
ew

 Edison Film
,” New York Clipper, Dec. 14, 1907, p. 1193.

21 Stew
art, p. 46.

22 “Film
 Review
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