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フ
ェ
デ
リ
コ
・
フ
ェ
リ
ー
ニ
の
名
作
「
道
」
で
は
な
く
、
ユ
ル
マ
ズ
・
ギ
ュ
ネ
イ
監

督
の
ト
ル
コ
映
画
の
「
路
」
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
一
九
八
二
年
の
カ
ン
ヌ
映
画
祭
で
グ

ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た
骨
太
の
傑
作
で
あ
る
。
ユ
ル
マ
ズ
・
ギ
ュ
ネ
イ
は
、
七
〇
年
代

末
か
ら
八
〇
年
代
始
め
に
か
け
て
軍
政
を
ひ
く
ト
ル
コ
に
お
け
る
強
固
な
反
体
制
自
由

主
義
者
で
あ
り
、
た
び
た
び
投
獄
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
作
品
と
共
に
彼
の
代
表
作
で
あ

る
「
群
れ
」(
一
九
七
八
年
製
作
）
は
、
獄
中
か
ら
指
導
し
、
演
出
を
行
っ
て
い
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
映
画
も
脚
本
は
自
ら
執
筆
し
て
い
る
が
、
獄
中
か
ら
の
指

示
に
よ
り
、
他
の
監
督
が
撮
影
を
代
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
ギ
ュ
ネ
イ
は
、

一
九
八
四
年
、
四
十
七
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

物
語
は
、
約
一
週
間
の
仮
出
獄
が
認
め
ら
れ
た
囚
人
が
そ
れ
ぞ
れ
家
族
や
故
郷
を
目

指
す
中
、
そ
の
中
の
五
人
の
男
た
ち
の
仮
出
獄
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
。
封
建
的
な
家
父
長
制
等
に
よ
る
古
い
秩
序
と
厳
し
い
軍
事
統
制
の
中
で
苦
し
む
民

衆
の
姿
が
五
つ
の
挿
話
と
い
う
形
で
重
厚
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
イ
ラ
ン
の
場
合
も
そ

う
で
あ
る
が
、
中
東
の
反
体
制
映
画
作
家
の
質
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
五
つ
の
挿
話

の
中
で
三
つ
の
出
来
栄
え
は
、
出
色
で
あ
る
。
一
人
の
囚
人
の
場
合
は
、
裏
切
り
者
と

し
て
自
分
を
狙
う
義
理
の
兄
の
家
族
の
と
こ
ろ
に
、
自
分
の
妻
子
を
引
き
取
る

た
め
に
、
一
方
そ
の
友
人
は
、
入
獄
中
に
不
貞
を
は
た
ら
き
、
妻
側
の
実
家
に

監
禁
中
の
妻
を
殺
す
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
妻
の
実
家
に
向
か
っ
て
、
船
、
バ

ス
、
鉄
道
を
乗
り
継
い
で
旅
を
す
る
の
で
あ
る
。
三
つ
目
の
挿
話
に
現
れ
る
男

は
、
シ
リ
ア
国
境
近
く
の
少
数
民
族
の
出
身
で
あ
り
、
自
由
を
夢
見
て
故
郷
に

戻
る
が
、
軍
に
よ
る
厳
し
い
弾
圧
を
目
の
当
た
り
に
し
、
反
政
府
闘
争
に
参
加

す
る
。
他
の
二
つ
の
挿
話
も
、
旅
の
途
中
で
軍
に
拘
禁
さ
れ
た
り
、
男
女
交
際

に
対
す
る
厳
し
い
慣
習
に
厳
し
い
自
暴
自
棄
的
に
反
抗
し
た
り
す
る
暗
い
内
容

の
も
の
で
あ
り
、
民
衆
に
と
っ
て
出
口
の
な
い
よ
う
な
当
時
の
ト
ル
コ
の
社
会

情
勢
が
良
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

公
開
当
時
最
も
印
象
的
な
シ
ー
ン
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
の
は
、
不
貞
を
働

い
た
妻
を
凍
死
さ
せ
る
た
め
、
雪
原
を
男
と
そ
の
息
子
が
軽
装
の
妻
を
連
れ
て

歩
く
場
面
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
面
が
、
非
人
間
的
な
秩
序
を
表
象
す
る
よ
う
な

厳
し
い
自
然
を
背
景
に
、
妻
に
対
す
る
愛
情
と
憎
し
み
の
板
ば
さ
み
に
な
っ
て

い
る
男
の
心
情
を
現
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
映
画
の
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
で
あ
り
、
大
変
良
く
出
来
た
シ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ

に
加
え
て
、
今
で
こ
そ
中
東
随
一
の
新
興
国
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
正

真
正
銘
の
開
発
途
上
国
で
あ
っ
た
ト
ル
コ
の
雑
然
と
し
、
生
活
感
溢あ
ふ

れ
る
鉄
道

を
舞
台
に
し
た
数
々
の
シ
ー
ン
も
負
け
ず
劣
ら
ず
強
い
印
象
を
与
え
て
い
る
。

特
に
仮
出
獄
中
の
旅
で
深
刻
な
問
題
を
抱
え
る
囚
人
の
不
安
感
は
、
観
客
に
ヒ

シ
ヒ
シ
と
伝
わ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
家
族
を
連
れ
て
の
逃
走
中
に
古
い
道
徳

観
の
固
ま
り
の
よ
う
な
乗
客
に
苛さ

い
な
ま
れ
る
場
面
は
、
ト
ル
コ
の
当
時
の
世
相
を

リ
ア
ル
に
現
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
は
、雪
原
の
シ
ー
ン
と
同
様
に
映
画

の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。筆
者
に
は
鉄
道
を
主
要
な
背
景
に
使
っ

た
こ
と
が
こ
の
映
画
を
成
功
さ
せ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
路
」
は
、
脚
本
、
演
出
、
演
技
、
撮
影
共
に
優
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

当
時
の
ト
ル
コ
の
社
会
を
見
事
に
表
現
し
た
作
品
で
あ
り
、
見
応
え
の
あ
る
映

画
で
あ
る
。
従
っ
て
、
欠
点
と
い
う
ほ
ど
の
欠
点
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
あ
え

て
言
え
ば
、
一
週
間
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
内
に
同
時
展
開
し
た
五
つ
の
挿
話

で
あ
る
た
め
、
一
つ
の
挿
話
の
展
開
中
に
他
の
挿
話
が
次
々
と
導
入
さ
れ
る
の

で
、
若
干
物
語
の
展
開
が
分
か
り
に
く
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
日

本
で
は
ま
だ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
発
売
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
何
ら
か
の
機
会
が
あ
れ

ば
、
是
非
お
見
逃
し
な
い
よ
う
に
と
お
勧
め
す
る
。
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