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【論
文
】

　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
？
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
永
　
伸
　
司

　　

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
問
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
問
い
に
対
す
る
一
定
の
答
え
も
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

議
論
の
焦
点
は
、
答
え
そ
の
も
の
よ
り
も
問
い
の
定
式
化
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
」
と
問
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ

で
な
さ
れ
て
い
る
の
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
問
い
な
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
答
え
る
に
は
ど
の
よ
う
な
前
提
が
必
要
な
の
か
、
と
い

う
点
を
中
心
に
論
じ
る
。

　

一
節
で
は
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
」
に
答
え
る
諸
議
論
が
芸
術
作
品
の
定
義
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
こ
の

問
い
は
正
確
に
は
「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
形
式
か
」
と
問
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
芸
術
作
品
の
定
義
か
ら
だ
け
で
は
答
え
を

導
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
二
節
で
は
、
あ
る
人
工
物
形
式
が
芸
術
形
式
で
あ
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
を
考
察
す

る
。
芸
術
形
式
の
定
義
は
、
そ
の
部
分
と
し
て
芸
術
作
品
の
定
義
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
芸
術
形
式
の
定
義
と
芸
術
作
品
の
定
義

の
概
念
的
関
係
は
単
純
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
芸
術
形
式
の
定
義
が
芸
術
作
品
の
定
義
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
組
み
込
ん
で
い

る
か
を
明
確
に
し
、
そ
の
う
え
で
、
芸
術
形
式
の
定
義
を
部
分
的
に
構
成
す
る
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
な
芸
術
作
品
の
定
義
が
適
切
で
あ

る
か
を
論
じ
る
。
三
節
で
は
、二
節
で
示
し
た
芸
術
形
式
の
条
件
を
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
満
た
す
か
ど
う
か
を
考
え
る
。
得
ら
れ
る
答
え
は
、

お
お
む
ね
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
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１　

問
題
の
設
定                  　

　
　　

　
１ 

・ 

１　

問
い
と
議
論
の
実
例

　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム

（
１
）

は
芸
術
か
否
か
と
い
う
問
い
や
そ
の
答
え
を
め
ぐ
る
議
論
の
事
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
映
画
批
評
家
ロ
ジ
ャ
ー
・

イ
ー
バ
ー
ト
に
よ
る「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
で
は
あ
り
え
な
い
」と
い
う
主
張
は
、市
井
の
ゲ
ー
ム
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
反
発
だ
け
で
は
な
く
、

著
名
な
論
者
に
よ
る
反
論
も
引
き
起
こ
し
た

（
２
）。

フ
ラ
ン
ス
の
文
化
行
政
が
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
産
業
を
伝
統
的
な
芸
術
と
同
様
の
文
化
産

業
と
し
て
保
護
し
よ
う
と
し
た
際
に
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
芸
術
と
し
て
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
賛
否
両
論
の
反
応
が
生
じ
た

（
３
）。

ス
ミ

ソ
ニ
ア
ン
・
ア
メ
リ
カ
美
術
館
に
よ
る
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
歴
史
を
取
り
上
げ
た
初
の
大
規
模
な
展
示
は
、
ま
さ
に
美
術
館
が
ビ
デ
オ
ゲ
ー

ム
を
大
々
的
に
取
り
上
げ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
注
目
を
集
め
た

（
４
）。

日
本
で
も
二
〇
一
一
年
に
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
京
都
展
の

一
環
と
し
て
「
ゲ
ー
ム
っ
て
ア
ー
ト
な
の
？
」
と
題
さ
れ
た
企
画
が
催
さ
れ
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と
芸
術
の
関
係

や
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
な
ぜ
メ
デ
ィ
ア
芸
術
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
っ
た
論
点
が
論
じ
ら
れ
た

（
５
）。

さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲

示
板
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
あ
る
い
は
個
人
ブ
ロ
グ
な
ど
も
含
め
れ
ば
、
こ
の
問
い
に
か
か
わ
る
言
説
は
無
数
に
あ
る
。

　

芸
術
の
哲
学
や
ゲ
ー
ム
研
究
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
こ
の
問
い
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
、
回
答
が
提
示
さ
れ
る
。
ア
ー
ロ
ン
・

ス
マ
ッ
ツ
は
、
再
現
説
、
表
現
説
、
美
的
機
能
説
、
制
度
説
、
歴
史
説
と
い
っ
た
主
要
な
芸
術
定
義
論
に
し
た
が
え
ば
、
少
な
く
と
も
い

く
つ
か
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
で
あ
る
と
主
張
す
る

（
６
）。

ブ
レ
ッ
ト
・
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
写
真
や
ビ
デ
オ
ア
ー
ト
や
映
画
と
い
っ
た

相
対
的
に
新
し
い
媒
体
が
芸
術
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
を
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
現
在
の
状
況
と
重
ね
て
論
じ
て
い
る
。
マ
ー

テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
と
し
て
見
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
媒
体
固
有
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
引
き
出
さ
れ
、
か
つ
、
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そ
の
内
容
が
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
文
脈
に
お
い
て
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る（

７
）。

ド
ミ
ニ
ク
・
ロ
ペ
ス
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ア
ー
ト
が
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
綿
密
に
議
論
し
た
う
え
で
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ア
ー
ト
の
一
種
で
あ
る
こ

と
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る

（
８
）。

グ
ラ
ン
ト
・
タ
ヴ
ィ
ナ
ー
は
、
べ
リ
ス
・
ゴ
ー
ト
や
デ
ニ
ス
・
ダ
ッ
ト
ン
に
よ
る
芸
術
の
ク
ラ
ス
タ

説
を
援
用
し
な
が
ら
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
多
く
が
芸
術
の
諸
規
準
を
満
た
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
タ
ヴ
ィ
ナ
ー
は
、
ビ

デ
オ
ゲ
ー
ム
は
「
文
化
的
カ
モ
ノ
ハ
シ
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
、既
存
の
芸
術
に
多
く
の
点
で
似
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
れ
ら
に
は
な
い
特
徴
、
つ
ま
り
「
ゲ
ー
ム
プ
レ
イ
」
を
備
え
て
い
る
。
タ
ヴ
ィ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
新
し
い
固
有
の
芸

術
で
あ
り
、
カ
モ
ノ
ハ
シ
の
発
見
が
既
存
の
動
物
分
類
の
枠
組
み
に
改
定
を
迫
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
既
存
の

芸
術
概
念
を
揺
さ
ぶ
る
の
で
あ
る

（
９
）。

　
　

　
　

１ 

・ 

２　

前
提
と
し
て
の
芸
術
の
定
義

　
　
こ
れ
ら
の
議
論
の
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
は
本
稿
に
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
以
下
の
点
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。
こ
れ

ら
先
行
の
議
論
は
、
ス
マ
ッ
ツ
や
タ
ヴ
ィ
ナ
ー
の
戦
略
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
示
的
に
で
あ
れ
暗
示
的
に
で
あ
れ
、
な

ん
ら
か
特
定
の
芸
術
の
定
義
を
前
提
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
を
導
出
し
て

い
る
。
論
証
を
定
式
化
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
［
大
前
提
］　

あ
る
も
の
は
、
Ｐ
で
あ
る
と
き
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
芸
術
で
あ
る
。

　
　
［
小
前
提
］　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
Ｐ
で
あ
る
／
Ｐ
で
な
い
。

　
　
［
結
論
］　　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
で
あ
る
／
芸
術
で
な
い
。
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こ
の
論
証
形
式
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
議
論
に
お
い
て
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
か
否
か
を
論
じ
る
批
評
的

あ
る
い
は
日
常
的
な
言
説
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
明
示
的
に
で
あ
れ
暗
示
的
に
で
あ
れ
、
こ
の
形
式
を
と
る
。

　

た
と
え
ば
、
は
じ
め
に
挙
げ
た
イ
ー
バ
ー
ト
の
議
論
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
本
質
的
に
映

画
や
文
学
よ
り
も
劣
る
」
の
に
は
「
構
造
的
な
理
由
が
あ
る
」（
１０
）。

ま
ず
、「
芸
術
は
、芸
術
家
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、「
バ

イ
キ
ン
グ
料
理
の
よ
う
に
〔
受
容
者
が
〕
選
択
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、不
可
避
の
結
末
に
受
容
者
を
導
こ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る

（
１１
）。

一
方
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
「
そ
の
本
性
上
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
選
択
を
必
要
と
す
る
」
が
、
そ
の
特
徴
は
「
作
者
に
よ
る
制
御
を
必
要
と
す

る
」
芸
術
と
は
相
容
れ
な
い

（
１２
）。

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
勝
敗
や
得
点
や
ル
ー
ル
を
持
た
ず
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
選

択
を
必
要
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
「
ゲ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
物
語
、
小
説
、
演
劇
、
ダ

ン
ス
、
映
画
に
な
る
」（
１３
）。

　

以
上
の
イ
ー
バ
ー
ト
の
議
論
が
先
に
挙
げ
た
論
証
形
式
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。［
大
前
提
］
あ
る
も
の
が
芸
術
で
あ
る
た
め

に
は
、
そ
れ
は
作
り
手
に
よ
っ
て
（
全
体
的
に
）
決
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、［
小
前
提
］
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
の

選
択
を
必
要
と
す
る
が
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
選
択
は
作
り
手
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
得
な
い
、［
結
論
］
し
た
が
っ
て
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸

術
に
な
り
得
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
イ
ー
バ
ー
ト
に
対
し
て
な
さ
れ
た
反
論
の
多
く
は
、
イ
ー
バ
ー
ト
の
前
提
を
攻
撃
し
つ
つ
同

時
に
別
の
前
提
を
提
示
す
る
こ
と
で
イ
ー
バ
ー
ト
と
は
逆
の
結
論
を
導
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た
イ
ー
バ
ー
ト
と
同
じ
論
証
形
式
を

持
つ

（
１４
）。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
論
証
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
前
提
の
う
ち
、
小
前
提
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
議
論
が
紛
糾
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
少
な
く
と
も
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
か
ど
う
か
を
論
じ
る
文
脈
に
お
い
て
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
一
定
の
共
通
了
解
が
通
常
は
得
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
定
義
を
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十
全
な
か
た
ち
で
提
示
す
る
こ
と
は
難
題
だ
が
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
の
は
大
前
提
で
示
さ
れ
る
条
件
を
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
満
た
す
か
ど

う
か
の
判
断
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
芸
術
の
定
義
よ
り
も
は
る
か
に
見
解
の
一
致
が
得
ら
れ
や
す
い
も
の
だ
ろ
う

（
１５
）。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
論
証
形
式
を
持
つ
議
論
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
に
な
る
の
は
、
大
前
提
、
つ
ま
り
芸
術
の
定
義
で
あ
る
。

　
　

１ 

・ 

３　

芸
術
作
品
と
芸
術
形
式

　

こ
の
よ
う
に
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
」
に
対
す
る
答
え
は
、「
芸
術
と
は
な
に
か
」
に
対
す
る
答
え
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
事
態
は
単
純
で
は
な
い
。「
芸
術
の
定
義
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
実
際
に
は
芸
術
作、

品、

の
定

義
で
あ
る
。
ス
マ
ッ
ツ
や
タ
ヴ
ィ
ナ
ー
が
前
提
し
て
い
る
の
も
芸
術
作
品
の
定
義
で
あ
る
。
し
か
し
、芸
術
作
品
の
定
義
は「
ビ
デ
オ
ゲ
ー

ム
は
芸
術
か
」
に
対
す
る
答
え
を
導
出
す
る
た
め
の
大
前
提
と
し
て
は
明
ら
か
に
十
分
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
芸
術
作
品
と
は
美
的

機
能
を
持
つ
よ
う
意
図
さ
れ
て
作
ら
れ
た
事
物
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
が
前
提
と
し
て
あ
る
と
し
よ
う
。
さ
て
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
美
的

機
能
を
持
つ
よ
う
意
図
さ
れ
て
作
ら
れ
た
事
物
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
否
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
カ

テ
ゴ
リ
的
に
事
物
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
だ
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
特
定
の
人、

工、

物、

の、

形、

式、

で
あ
り
、
事
物
で
は
な
い
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と

い
う
人
工
物
形
式
そ
れ
自
体
が
芸
術
作
品
に
な
る
こ
と
は
、
絵
画
や
音
楽
そ
れ
自
体
が
芸
術
作
品
に
な
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
様
に
、
カ

テ
ゴ
リ
的
に
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
カ
テ
ゴ
リ
的
に
芸
術
作
品
で
は
な
い
」
と
い
う
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
答
え
は
、

こ
こ
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
「
あ
る
／
い
く
つ
か
の
／
す
べ
て
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
作、

品、

は
芸
術
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
種
類
の

答
え
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
作
品
の
定
義
は
大
前
提
と
し
て
十
分
に
機
能
す
る
。
し
か
し
、
ふ
つ
う
「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
」
と

問
わ
れ
る
場
合
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
答
え
で
は
な
い
。
そ
の
問
い
は
、
た
と
え
ば
、「《
モ
ナ
・
リ
ザ
》
は
芸
術
か
」
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や
「『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』
は
芸
術
か
」
や
「
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
展
覧
会
に
出
品
し
た
あ
の
便
器
は
芸
術
か
」
や
「
机
の
上
に
あ

る
あ
の
爪
切
り
は
芸
術
か
」
な
ど
と
い
っ
た
種
類
の
問
い
で
は
な
く
、「
絵
画
は
芸
術
か
」
や
「
映
画
は
芸
術
か
」
や
「
便
器
は
芸
術
か
」

や
「
爪
切
り
は
芸
術
か
」
な
ど
と
同
じ
種
類
の
問
い
で
あ
る
。
前
者
の
グ
ル
ー
プ
が
諸
々
の
事
物
が
芸
術
作
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
あ
る
種
の
人
工
物
形
式
が
芸、

術、

形、

式、

（art form

）
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
で

あ
る
。

　

ス
マ
ッ
ツ
や
タ
ヴ
ィ
ナ
ー
が
、
特
定
の
芸
術
作
品
の
定
義
を
前
提
し
た
う
え
で
、「
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術

で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
導
出
す
る
と
き
、
彼
ら
は
前
者
の
グ
ル
ー
プ
の
問
い
に
答
え
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
彼
ら
の
論
証
は
妥
当
で

あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
そ
の
結
論
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
意
図
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
形
式
で
あ
る
」

と
い
う
後
者
の
グ
ル
ー
プ
へ
の
回
答
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、そ
も
そ
も
「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
」
と
い
う
問
い
か
た
は
せ
ず
に
、「
い

く
つ
か
の
」
や
「
多
く
の
」
や
「
す
べ
て
の
」
と
い
っ
た
適
切
な
量
化
を
施
す
か
、
主
語
を
特
定
の
作
品
名
に
す
る
は
ず
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
い
く
つ
か
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
作
品
が
芸
術
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
形
式
で
あ
る
こ
と
は
導
出
で
き
な
い

（
た
と
え
ば
、
便
器
形
式
を
持
っ
た
事
物
の
い
く
つ
か
は
芸
術
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
直
観
的
に
は
便
器
は
芸
術
形
式
で
は
な
い
）。

し
た
が
っ
て
、
ス
マ
ッ
ツ
や
タ
ヴ
ィ
ナ
ー
の
議
論
は
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
」
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い

（
１６
）。

　

お
そ
ら
く
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
か
」
と
い
う
問
い
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
絵
画
や
映
画
と
同
様
の
意
味
で
芸
術
形

式
で
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
を
問
う
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
答
え
が
大
前
提
と
し
て
必
要
と
す
る
の
は
、
直
接
的
に
は
芸
術
作
品
の

定
義
で
は
な
く
芸
術
形
式
の
定
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
答
え
は
次
の
よ
う
な
論
証
形
式
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
［
大
前
提
］
あ
る
も
の
は
、
Ｐ
で
あ
る
と
き
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
芸
術
形
式
で
あ
る
。

　
　
［
小
前
提
］
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
Ｐ
で
あ
る
／
で
な
い
。
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［
結
論
］　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
形
式
で
あ
る
／
で
な
い
。

以
下
、
二
節
で
は
、
芸
術
形
式
の
定
義
つ
ま
り
Ｐ
の
内
容
を
考
察
す
る
。
三
節
で
は
、
小
前
提
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
を
考
察
し
、
結
論

を
導
く
。

　
　

１ 

・ 

４　

本
稿
の
意
義

　

議
論
を
進
め
る
ま
え
に
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
形
式
か
」
と
い
う
問
い
を
取
り
上
げ
る
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
第
一
に
実

践
的
意
義
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
で
示
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
こ
の
問
い
は
広
く
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
問
い
の
定
式
化
や
そ
れ
に
対
す

る
理
論
的
回
答
に
は
一
定
の
需
要
が
あ
る
。

　

第
二
に
研
究
上
の
規
範
的
意
義
で
あ
る
。
芸
術
学
あ
る
い
は
芸
術
の
哲
学
で
は
、
芸
術
一
般
に
か
ん
す
る
議
論
と
は
別
に
、
個
々
の
芸

術
形
式
に
つ
い
て
の
研
究
が
下
位
領
域
を
構
成
し
、
芸
術
形
式
ご
と
に
ト
ピ
ッ
ク
が
細
分
化
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

伝
統
的
に
は
文
学
、
彫
刻
、
絵
画
、
音
楽
、
建
築
、
演
劇
、
舞
踊
と
い
っ
た
芸
術
形
式
が
含
ま
れ
、
よ
り
最
近
で
は
、
写
真
や
映
画
が
加

え
ら
れ
る

（
１７
）。

最
近
の
英
語
圏
の
美
学
で
は
、
一
方
で
は
芸
術
一
般
の
議
論
よ
り
も
個
々
の
芸
術
形
式
の
特
殊
性
に
つ
い
て
の
議
論
へ

の
志
向
が
強
ま
っ
て
お
り
、
他
方
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
芸
術
を
取
り
上
げ
る
研
究
が
隆
盛
を
見
せ
て
い
る

（
１８
）。

そ
の
流
れ
の
一
角
を
占
め

る
も
の
と
し
て
、
前
述
の
ス
マ
ッ
ツ
や
タ
ヴ
ィ
ナ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
研
究
が
増
え
つ
つ
あ
る
が
、

日
本
の
美
学
・
芸
術
学
研
究
は
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
い
。
こ
れ
は
、
部
分
的
に
は
英
語
圏
と
比
べ
た
場
合
の
研
究
上
の
後
進

性
や
保
守
性
、
あ
る
い
は
学
説
史
研
究
の
偏
重
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
部
分
的
に
は
新
た
な
人
工
物
形
式
を
芸
術
形
式
と
し
て
認
定
す

る
た
め
の
明
確
な
理
論
的
基
盤
が
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
形
式
か
」
と
い
う
問
い
の
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定
式
化
を
通
し
て
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
を
美
学
の
研
究
対
象
と
し
て
正
当
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
回
答
す
る

た
め
の
前
提
と
し
て
な
に
が
必
要
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
の
議
論
は
、
た
と
え
ば
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
や
場
合
に
よ
っ

て
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
、
他
の
人
工
物
形
式
に
つ
い
て
の
同
型
の
議
論
に
も
応
用
可
能
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
を
（
そ
し
て
よ
り
一
般
的
に
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
の
諸
形
式
を
）
美
学
的
研
究
の
対
象
と
し
て
見
な
し
う

る
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
意
義
は
明
ら
か
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
と
く
に
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
は
、

モ
ン
ロ
ー
・
ビ
ア
ズ
リ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
批
評
」
が
内
実
あ
る
し
か
た
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
主
要
な
舞
台
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る

（
１９
）。

美
学
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
重
要
な
仕
事
が
（
ビ
ア
ズ
リ
ー
が
言
う
よ
う
に
）「
批
評
の
哲
学
」
な
い
し
「
メ

タ
批
評
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば

（
２０
）、

そ
し
て
、
一
般
に
、
あ
る
研
究
領
域
の
対
象
は
実
質
に
見
合
っ
た
か
た
ち
で
適
切
に
編
成
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
の
地
位
を
美
学
的
に
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
は
明
白
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
芸
術
」
と
い
う
ラ、

ベ、

ル、

自
体
や
そ
れ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
持
ち
う
る
あ
る
種
の
権
威
は
、こ
こ
で
は
一
切
問
題
で
は
な
い
。

重
要
な
の
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
メ
タ
批
評
と
し
て
の
美
学
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
芸
術
」
と
い

う
ラ
ベ
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
芸
術
形
式
」
の
定
義
が
お
そ
ら
く
は
前
提
し
て
い
る
「
芸
術
作
品
」

と
い
う
概
念
が
美
学
的
な
意
味
で
な
ん
ら
か
の
実
質
的
な
内
容
を
持
つ
か
ぎ
り
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
形
式
か
」
と
い
う
し
か
た
で

そ
の
美
学
的
地
位
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
は
、
先
に
挙
げ
た
こ
の
問
い
を
め
ぐ
る

諸
議
論
の
多
く
も
ま
た
、
暗
黙
の
う
ち
に
で
は
あ
れ
、
共
有
し
て
い
る
前
提
だ
と
思
わ
れ
る
。
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２　

芸
術
形
式
の
定
義

　
　
　

２ 

・ 

１　

人
工
物
形
式

　　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
事
物
で
は
な
く
人
工
物
形
式
で
あ
る
と
述
べ
た
。
芸
術
形
式
の
定
義
の
議
論
に
入
る
ま
え
に
、こ
の
「
人
工
物
形
式
」

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。

　
「
人
工
物
形
式
」
と
い
う
語
で
私
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
椅
子
、
携
帯
電
話
、
新
聞
、
布
団
、
料
理
、
レ
シ
ピ
、
鉄
道

路
線
、
鉄
道
路
線
図
、
絵
画
、
絵
本
、
物
語
、
大
学
、
論
文
、
サ
ッ
カ
ー
、
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
等
々
で
あ
る
。
簡
単
に
定
義
す
れ
ば
、
人

工
物
形
式
と
は
、
あ
る
（
物
質
的
、
知
覚
的
、
概
念
的
）
素
材
が
、
特
定
の
し
か
た
で
な
ん
ら
か
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
構
成
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
こ
と
で
あ
る
。
人
工
物
形
式
は
、
直
接
的
に
は
機
能
の
し、

か、

た、

に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ

は
し
ば
し
ば
物
質
的
素
材
自
体
が
持
つ
構
造
性
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
る

（
２１
）。

ま
た
、
構
造
化
さ
れ
た
素
材
の
扱
い
は
、
多
く
の

場
合
、
特
定
の
技
術
（
制
作
技
術
、
使
用
技
術
）
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
然
な
が
ら
、
あ
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
そ
の
機
能
の

結
び
つ
き
に
は
、
自
然
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
な
も
の
（
慣
習
的
な
も
の
、
規
約
的
な
も
の
）
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
ひ
と
つ
の
人
工
物
形
式
の
同
定
に
は
、
社
会
的
文
脈
や
素
材
や
技
術
と
い
っ
た
諸
側
面
が
か
か
わ
る
。

　

形
式
化
さ
れ
た
素
材
と
し
て
の
事
物
と
人
工
物
形
式
そ
れ
自
体
と
を
概
念
的
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
人
工
物
形
式
Ｆ
を

持
つ
個
々
の
事
物
を「
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
」と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。ま
た
、個
々
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
そ
の
当
該
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
し
た
が
っ

て
持
つ
特
定
の
機
能
を
、
そ
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
「
内
容
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
用
語
法
に
し
た
が
え
ば
、
た
と
え
ば
、
い
ま
私

が
書
い
て
い
る
の
は
論
文
で
は
な
く
論
文
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
特
定
の
内
容
を
持
つ
よ
う
構
成
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
ー
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マ
ッ
ト
が
論
文
（
と
い
う
形
式
）
で
あ
る
。
あ
る
ひ
と
つ
の
事
物
が
複
数
の
人
工
物
形
式
を
持
つ
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

Ａ
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
集
合
と
Ｂ
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
集
合
は
、
入
れ
子
関
係
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
交
差
関
係
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　

プ
ロ
ダ
ク
ト
は
、
物
質
的
に
同
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
山
手
線
は
鉄
道
路
線
プ
ロ
ダ
ク
ト
だ
が
、
そ

れ
は
個
々
の
駅
舎
や
線
路
や
車
両
と
い
っ
た
物
質
的
に
同
定
さ
れ
る
諸
事
物
の
複
合
体
と
し
て
同
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
総

合
的
に
運
用
す
る
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
同
定
さ
れ
る
。
一
方
、
山
手
線
の
個
々
の
車
両
は
、
鉄
道
路
線
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
は
な
く
鉄

道
車
両
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
り
、
物
質
的
に
同
定
さ
れ
る
。
人
工
物
形
式
ご
と
に
そ
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
存
在
論
的
性
格
が
異
な
る
の
は
、
芸

術
形
式
（
あ
る
い
は
よ
り
細
か
い
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
）
ご
と
に
芸
術
作
品
の
存
在
論
的
性
格
が
異
な
る
の
と
同
様
で
あ
る

（
２２
）。

　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
一
個
の
人
工
物
形
式
で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
の
定
義
を
正
確
に
与
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
せ
よ
、
ま

た
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
存
在
論
的
地
位
や
そ
の
同
一
性
に
と
っ
て
関
連
あ
る
諸
性
質
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
せ

よ
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
そ
れ
固
有
の
機
能
方
式
を
可
能
に
す
る
一
個
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
議

論
の
余
地
が
な
い

（
２３
）。

　
　

２ 

・ 

２　

芸
術
形
式
の
定
義
と
芸
術
作
品
の
定
義
の
関
係

　

芸
術
形
式
は
人
工
物
形
式
の
下
位
ク
ラ
ス
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
工
物
形
式
で
あ
る
こ
と
は
芸
術
形
式
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
。
こ
こ
で
焦
点
を
あ
わ
せ
る
の
は
、
芸
術
形
式
で

あ
る
人
工
物
形
式
を
芸
術
形
式
で
な
い
人
工
物
形
式
か
ら
区
別
す
る
弁
別
的
特
徴
は
な
に
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
以
下
の
定

式
に
お
け
る
Δ
の
内
容
を
問
題
に
す
る
。
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あ
る
人
工
物
形
式
Ｆ
は
、
Δ
で
あ
る
と
き
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
芸
術
形
式
で
あ
る
。

　

直
観
的
に
は
、
芸
術
形
式
の
定
義
は
、
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
芸
術
作
品
の
定
義
に
依
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
芸

術
作
品
の
定
義
が
変
わ
れ
ば
、
芸
術
形
式
の
定
義
も
変
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
芸
術
作
品
と
は
自
然
を
再

現
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
を
採
用
す
る
場
合
と
「
芸
術
作
品
と
は
作
者
の
感
情
を
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
を
採

用
す
る
場
合
と
で
は
、
芸
術
形
式
の
外
延
は
明
ら
か
に
異
な
る
だ
ろ
う
（
前
者
を
採
用
し
た
場
合
、
音
楽
は
芸
術
形
式
か
ら
排
除
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
）。
そ
の
依
存
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
芸
術
作
品
の
決
定
的
な
必
要
十
分
条

件
Φ
が
す
で
に
特
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。
Φ
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
項
で
扱
う
。

　

ま
ず
、
定
義
の
十
全
性
（adequacy
）
の
基
準
と
し
て
、
芸
術
形
式
の
所
与
の
外
延
を
あ
る
程
度
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
既
存
の
芸
術
形
式
（
文
学
、
彫
刻
、
絵
画
、
音
楽
、
建
築
、
演
劇
、
舞
踊
、
写
真
、
映
画
）
は
、
明
ら
か
に
芸
術
形
式
の
所

与
の
外
延
に
含
ま
れ
る
。
一
方
、
新
聞
、
爪
切
り
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
炊
飯
器
、
立
て
看
板
、
鉄
道
路
線
、
大
学
、
便
器
な
ど
は
明
ら

か
に
芸
術
形
式
で
は
な
い
人
工
物
形
式
で
あ
る
。
刀
剣
、
焼
き
も
の
、
絵
本
、
庭
園
、
テ
レ
ビ
番
組
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
、
ワ
イ
ン
な
ど
は
境

界
例
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
定
義
に
よ
る
外
延
が
芸
術
形
式
の
所
与
の
外
延
を
包
摂
し
、
同
時
に
非
芸
術
形
式
の
所
与
の
外
延
を
排

除
で
き
れ
ば
、
そ
の
定
義
は
あ
る
程
度
は
十
全
で
あ
る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
境
界
例
（
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
）
を

定
義
に
よ
っ
て
芸
術
形
式
に
含
め
る
か
含
め
な
い
か
は
、
モ
リ
ス
・
ウ
ェ
イ
ツ
が
言
う
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
「
決
定
」
の
問
題
だ
ろ

う
（
２４
）。

し
か
し
、
そ
の
決
定
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
理
論
に
は
、
所
与
の
外
延
に
お
け
る
芸
術
形
式
を
適
切
に
芸
術
形
式
と
見
な
し
、

所
与
の
外
延
に
お
け
る
非
芸
術
形
式
を
適
切
に
非
芸
術
形
式
と
見
な
す
と
い
う
十
全
性
の
基
準
が
要
求
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
Φ
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
Δ
に
組
み
込
め
ば
、
芸
術
形
式
の
十
全
な
定
義
が
得
ら
れ
る
の
か
。
以
下
の
よ
う
な
条
件
が
容
易

に
思
い
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
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あ
る
人
工
物
形
式
Ｆ
は
、
す
べ
て
の
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
Φ
で
あ
る
と
き
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
芸
術
形
式
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
芸
術
形
式
の
必
要
十
分
条
件
と
し
て
は
明
ら
か
に
強
す
ぎ
る
。
絵
画
プ
ロ
ダ
ク
ト
や
写
真
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
す
べ
て
が
芸

術
作
品
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
（
た
と
え
ば
、
長
電
話
中
に
落
書
き
し
た
絵
画
プ
ロ
ダ
ク
ト
や
、
子
ど
も
の
運
動
会
を
撮
っ
た
写
真
プ

ロ
ダ
ク
ト
は
、
ふ
つ
う
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
）、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
画
や
写
真
は
芸
術
形
式
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
必
要
十
分
条
件
で
は
な
く
、
た
ん
に
十
分
条
件
と
し
て
と
れ
ば
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
の
プ

ロ
ダ
ク
ト
の
す
べ
て
が
芸
術
作
品
で
あ
る
よ
う
な
人
工
物
形
式
は
想
定
が
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
定
義
は
限
定
条
件
と
し
て
ほ

と
ん
ど
機
能
し
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
芸
術
作
品
で
あ
る
と
い
う
全
称
命
題
は
、
必
要
条
件
と
し
て
は
強
す
ぎ
、
十
分
条
件
と
し

て
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
。
一
方
、そ
れ
に
対
応
す
る
存
在
命
題「
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
は
芸
術
作
品
で
あ
る
」は
、

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
十
分
条
件
と
し
て
は
弱
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
必
要
条
件
と
し
て
は
ど
う
か
。

　
　

あ
る
人
工
物
形
式
Ｆ
が
芸
術
形
式
で
あ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
Φ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
必
要
条
件
は
外
延
的
に
見
れ
ば
明
ら
か
に
反
例
が
な
い
。
既
存
の
す
べ
て
の
芸
術
形
式
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
芸
術
形
式
を

持
っ
た
芸
術
作
品
の
実
例
が
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
直
観
的
に
言
っ
て
も
、
そ
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
い
ず

れ
も
芸
術
作
品
で
な
い
よ
う
な
人
工
物
形
式
が
芸
術
形
式
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
芸
術
形
式
の
一
つ
の
必
要
条
件
に
す
ぎ
ず
、
十
分
条
件
に
至
る
に
は
さ
ら
な
る
条
件
の
限
定
が
必
要
で
あ
る
。
あ
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る
ひ
と
つ
の
芸
術
作
品
が
複
数
の
人
工
物
形
式
を
持
つ
場
合
に
、
な
ぜ
そ
れ
ら
の
う
ち
の
あ
る
人
工
物
形
式
が
芸
術
形
式
と
見
な
さ
れ
、

他
の
人
工
物
形
式
は
芸
術
形
式
と
見
な
さ
れ
な
い
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
有
益
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の

《
泉
》
は
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
と
同
時
に
便
器
プ
ロ
ダ
ク
ト
だ
が
、
な
ぜ
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
は

芸
術
形
式
と
見
な
さ
れ
、
便
器
は
芸
術
形
式
と
見
な
さ
れ
な
い
の
か

（
２５
）。

あ
る
い
は
、
な
ぜ
ダ
ミ
ア
ン
・
ハ
ー
ス
ト
の
《
ナ
チ
ュ
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
》
シ
リ
ー
ズ
は
彫、

刻、

作
品
と
見
な
さ
れ
、
ホ
ル
マ
リ
ン
漬
け
が
芸
術
形
式
と
見
な
さ
れ
な
い
の
か
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
容
易
に
想
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
形
式
を
持
つ
お、

か、

げ、

で、

（in virtue of

）
芸
術
作
品
で
あ
る

よ
う
な
事
物
が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
そ
の
形
式
は
芸
術
形
式
と
見
な
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
便
器
が
芸
術
形

式
に
な
ら
な
い
の
は
、《
泉
》
や
そ
の
レ
プ
リ
カ
作
品
は
便
器
を
形
式
と
し
て
持
つ
お
か
げ
で
芸
術
作
品
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る

（
２６
）。

し
た
が
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
必
要
条
件
が
想
定
さ
れ
る
。

　
　

あ
る
人
工
物
形
式
Ｆ
が
芸
術
形
式
で
あ
る
た
め
に
は
、
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
お
か
げ
で
Φ
で
あ
る
よ
う
な
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
少
な

　
　

く
と
も
ひ
と
つ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
必
要
条
件
も
外
延
的
に
反
例
が
な
い
。
明
ら
か
に
、
既
存
の
す
べ
て
の
芸
術
形
式
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
形
式
を
持
つ
お
か

げ
で
芸
術
作
品
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
よ
う
な
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
数
多
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
《
ア
ン

ナ
の
光
》
は
、そ
れ
が
（
た
と
え
ば
壁
や
色
見
本
で
は
な
く
）
絵
画
プ
ロ
ダ
ク
ト
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
芸
術
作
品
で
あ
り
、ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
第
五
交
響
曲
》
は
、
そ
れ
が
（
勝
利
を
表
す
モ
ー
ル
ス
信
号
で
は
な
く
）
音
楽
プ
ロ
ダ
ク
ト
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
芸
術
作
品
で
あ
る

（
２７
）。

こ
の
必
要
条
件
は
、
外
延
的
に
適
切
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
直
観
的
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ

ろ
う
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
か
ど
う
か
を
論
じ
た
先
行
の
論
者
た
ち
も
ま
た
（
芸
術
形
式
と
芸
術
作
品
の
区
別
に
つ
い
て
は
顧
慮
し
て
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い
な
い
も
の
の
）、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
自
身
の
権
利
に
お
い
て
芸
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
主
張
し
て
い
る

（
２８
）。

　

こ
の
必
要
条
件
に
よ
っ
て
、
あ
る
人
工
物
形
式
を
持
つ
芸
術
作
品
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
形

式
を
持
つ
こ
と
が
そ
の
作
品
の
内
容
に
と
っ
て
関
連
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
形
式
が
芸
術
形
式
で
は
な
い
場
合
が
あ
る

の
か
が
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
件
は
、
ま
だ
十
分
条
件
に
は
届
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
地
図
を
考
え
よ
う
。
芸
術
作
品
の

定
義
に
も
よ
る
が
、お
そ
ら
く
多
く
の
古
地
図
は
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ
う
る（
少
な
く
と
も
鑑
賞
の
対
象
に
な
る
）。そ
し
て
、そ
の
場
合
、

そ
れ
ら
の
地
図
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
芸
術
作
品
で
あ
る
の
は
、（
絵
画
だ
か
ら
で
も
古
文
書
だ
か
ら
で
も
な
く
）
ま
さ
に
そ
れ
が
地
図
だ
か
ら

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
図
は
上
記
の
条
件
を
満
た
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
図
は
芸
術
形
式
と
は
見

な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
廃
墟
な
ど
も
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
仮
に
多
く
の
廃
墟
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ

て
い
る
場
合
、
そ
れ
ら
が
芸
術
作
品
で
あ
る
の
は
、
建
築
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
ま
さ
に
廃
墟
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
お
か
げ

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
廃
墟
が
芸
術
形
式
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

既
存
の
芸
術
形
式
に
あ
っ
て
地
図
や
廃
墟
に
な
い
特
徴
は
、
そ
れ
ら
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
芸
術
作
品
で
あ
る
よ
う
意
図
さ
れ
て
作
り
出
さ

れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
廃
墟
プ
ロ
ダ
ク
ト
や
地
図
プ
ロ
ダ
ク
ト
は
、
そ
れ
ら
が
芸
術
作
品
で
あ

る
と
し
て
も
、
芸
術
作
品
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
意
図
さ
れ
て
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
作
り
手
の
意
図
は
、

芸
術
形
式
の
認
定
に
か
ん
し
て
直
接
に
関
連
的
で
は
な
い
。
仮
に
、
い
ま
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ
て
い
る
地
図
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
す
べ
て
に

つ
い
て
、
実
は
そ
の
作
り
手
が
芸
術
作
品
を
作
ろ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

地
図
が
た
だ
ち
に
芸
術
形
式
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

　

む
し
ろ
、
直
接
に
関
連
的
な
の
は
、
そ
の
形
式
が
芸
術
作
品
を
作
る
た
め
の
形
式
と
し
て
意
図
的
に
選
択
さ
れ
る
慣、

習、

が
成
立
し
て
い

る
か
ど
う
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
地
図
や
廃
墟
が
芸
術
形
式
で
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
を
芸
術
作
品
を
作
る
た
め
の
形
式
と
し
て
選
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択
す
る
よ
う
な
慣
習
が
な
い
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
必
要
条
件
を
定
式
化
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

あ
る
人
工
物
形
式
Ｆ
が
芸
術
形
式
で
あ
る
た
め
に
は
、
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
お
か
げ
で
Φ
で
あ
る
よ
う
な
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
少
な

　
　

く
と
も
ひ
と
つ
あ
り
、
か
つ
、
Φ
で
あ
る
も
の
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
意
図
的
に
選
ば
れ
る
人
工
物
形
式
の
候
補
に
Ｆ
が
含
ま

　
　

れ
る
よ
う
な
慣
習
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
必
要
条
件
は
外
延
的
に
反
例
が
な
い
。
既
存
の
芸
術
形
式
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
芸
術
作
品
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
選
ば
れ
る
人
工

物
形
式
の
候
補
に
ま
ち
が
い
な
く
含
ま
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
十
分
条
件
と
し
て
は
ど
う
か
。
こ
の
条
件
が
十
分
条
件
に
な
る
に
は
、
い
ま
少
し
の
限
定
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
工

業
デ
ザ
イ
ン
的
側
面
を
持
つ
多
く
の
非
芸
術
形
式
（
た
と
え
ば
、
家
具
や
自
動
車
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は

Φ
で
あ
る
も
の
を
作
る
た
め
に
選
ば
れ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
Φ
で
あ
る
も
の
を
作
る
こ
と
を
主、

な、

目
的
と
し
て
選
ば

れ
る
」
と
い
う
限
定
を
加
え
れ
ば
、
芸
術
形
式
の
十
分
条
件
と
し
て
外
延
的
な
反
例
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
既
存
の
非
芸

術
形
式
は
す
べ
て
、Φ
で
あ
る
も
の
を
主
な
目
的
と
す
る
場
合
に
選
択
候
補
に
挙
げ
ら
れ
る
形
式
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

直
観
的
に
も
こ
の
十
分
条
件
は
容
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
地
図
は
、
仮
に
そ
れ
が
芸
術
作
品
を
作
る
こ
と
を
主
な
目
的
と

し
て
意
図
的
に
選
ば
れ
る
人
工
物
の
候
補
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
慣
習
が
成
立
し
て
い
る
な
ら
ば
、
芸
術
形
式
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
支
え

な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
あ
る
便
器
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
ま
さ
に
便
器
で
あ
る
お
か
げ
で
芸
術
作
品
で
あ
り
、
か
つ
、
芸
術
作
品
を
作
る
こ

と
を
主
な
目
的
と
す
る
場
合
に
便
器
と
い
う
形
式
が
選
択
さ
れ
う
る
よ
う
な
慣
習
が
成
立
し
て
い
る
可
能
世
界
に
お
い
て
は
、
便
器
は
芸

術
形
式
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
は
、
以
上
の
条
件
を
芸
術
形
式
の
十
全
な
定
義
と
し
て
提
案
す
る
。
定
式
化
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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あ
る
人
工
物
形
式
Ｆ
は
、
以
下
の
と
き
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
芸
術
形
式
で
あ
る
。
(a) 

Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
お
か
げ
で

　
　

Φ
で
あ
る
よ
う
な
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
あ
り
、
か
つ
、
(b) 

Φ
で
あ
る
も
の
を
作
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
意

　
　

図
的
に
選
ば
れ
る
人
工
物
形
式
の
候
補
に
Ｆ
が
含
ま
れ
る
よ
う
な
慣
習
が
成
立
し
て
い
る
と
き
。

　

も
ち
ろ
ん
、
あ
る
人
工
物
形
式
の
主、

な、

目
的
が
何
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
た
め
の
基
準
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ

わ
れ
は
、
そ
の
基
準
な
し
で
も
、
彫
刻
は
芸
術
作
品
を
作
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
た
場
合
に
候
補
に
な
る
形
式
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ホ

ル
マ
リ
ン
漬
け
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
と
も
判
断
が
つ
か
な
い
ケ
ー
ス
は
あ
る

が
、
逆
に
そ
の
こ
と
は
境
界
例
の
存
在
を
部
分
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
境
界
例
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
部
（
た
と
え

ば
刀
剣
や
庭
園
）
は
、
そ
れ
が
芸
術
作
品
を
作
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
意
図
的
に
選
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
つ
か

な
い
が
ゆ
え
に
、
境
界
例
な
の
で
あ
る
。

　
　

２ 

・ 

３　

芸
術
作
品
の
定
義

　

芸
術
形
式
の
定
義
の
う
ち
に
芸
術
作
品
の
定
義
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
。
続
い
て
、
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
内

容
と
し
て
の
芸
術
作
品
の
定
義
を
考
え
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、美
学
な
い
し
芸
術
の
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
、「
芸
術
作
品
と
は
な
に
か
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
多
種
多
様
の
答
え
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
難
問
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
本
稿
の
領
分
を

超
え
る
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
芸
術
作
品
の
定
義
が
芸
術
形
式
の
定
義
を
部
分
的
に
構
成
す
る
も
の
と
し
て
適
切
か
と
い

う
問
い
に
答
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
半
世
紀
の
英
語
圏
の
美
学
に
お
け
る
主
要
な
説
は
、
ふ
つ
う
以
下
の
三
つ
に
お
お
ま
か
に
ま
と
め
ら
れ
る

（
２９
）。

美
的
機
能
説
は
、
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芸
術
作
品
と
は
な
ん
ら
か
の
美
的
機
能
を
持
つ
も
の
（
美
的
経
験
を
も
た
ら
す
も
の
、
美
的
性
質
を
成
立
さ
せ
る
も
の
）、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
よ
う
意
図
さ
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。典
型
的
な
制
度
説
は
、芸
術
作
品
と
は
芸
術
制
度
に
よ
っ

て
鑑
賞
の
候
補
と
い
う
地
位
を
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
歴
史
説
は
、
芸
術
作
品
と
は
先
行
す
る
芸
術
作
品
と
な
ん
ら
か

の
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
説
は
、
少
な
く
と
も
本
稿
の
目
的
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
的
な
難
点
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
美
的
機
能
説
は
、

す
で
に
数
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
芸
術
作
品
の
十
分
条
件
と
し
て
も
必
要
条
件
と
し
て
も
明
ら
か
に
外
延
的
に
適
切
で

は
な
い
。
そ
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
す
で
に
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
排
除
さ
れ
る
一
方
で
、
芸
術
作
品
と
は
見
な
さ
れ

て
い
な
い
も
の
が
芸
術
作
品
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

（
３０
）。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
説
は
、
所
与
の
外
延
と
の
一
致
を
定
義
の
十
全
性

の
ひ
と
つ
の
基
準
と
し
て
考
え
る
本
稿
の
戦
略
と
基
本
的
に
相
容
れ
な
い
。

　

制
度
説
が
持
つ
名
高
い
難
点
は
そ
の
循
環
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
制
度
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
を
定
義
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
芸

術
制
度
は
結
局
芸
術
作
品
に
よ
っ
て
定
義
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
制
度
説
の
主
唱
者
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・

デ
ィ
ッ
キ
ー
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
芸
術
作
品
が
制
度
的
に
認
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
、
ま
た

芸
術
制
度
の
実
態
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
知
識
を
持
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
制
度
説
は
一
定
の
説
明
力
を
持
っ
て
い
る

（
３１
）。

し

か
し
、制
度
説
は
本
稿
の
問
い
に
は
答
え
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。と
い
う
の
も
、「
芸
術
形
式
と
は
な
に
か
」と
問
わ
れ
る
よ
う
な
場
面
で
は
、

芸
術
形
式
の
認
定
に
か
か
わ
る
芸
術
制
度
が
何
で
あ
る
か
は
自
明
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ジ
ェ
ロ
ル
ド
・
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
歴
史
説
に
よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
と
は
「
既
存
の
芸
術
作
品
が
正
し
く
重
ん
じ
ら
れ
て
（regard

）
い

る
（
い
た
）
し
か
た
で
重
ん
じ
ら
れ
る
べ
く
ま
じ
め
に
意
図
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る

（
３２
）。

こ
の
一
見
し
た
と
こ
ろ
の
循
環
性
は
、
定
義

の
再
帰
性
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
先
行
の
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
芸
術
作
品
と
の
関
係
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
、
そ

れ
も
ま
た
さ
ら
に
先
行
す
る
芸
術
作
品
と
の
関
係
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る

（
３３
）。

こ
の
説
の
難
点
は
、「
先
行
の
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芸
術
作
品
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
（
い
た
）
し
か
た
」
の
具
体
的
内
容
を
欠
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
個
々
の
作
品
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の

関
係
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
は
作
品
ご
と
に
、
ま
た
歴
史
的
に
変
化
す
る
も
の
で

あ
り
、
一
般
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
（
逆
に
一
般
化
で
き
る
と
す
れ
ば
、
再
帰
的
形
式
を
と
る
必
要
が
な
く
な
る
）。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
定
義
は
、
あ
る
も
の
が
芸
術
作
品
か
ど
う
か
の
判
定
基
準
と
し
て
は
機
能
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
既
存
の
芸
術
作
品
が
な
ぜ
芸
術
作
品
と
見

な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
に
な
る
。
こ
の
現
状
追
認
性
は
、
歴
史
説
一
般
が
持
つ
特
徴
で
あ
る
。
歴
史
説
は
、
芸
術

形
式
の
定
義
に
つ
い
て
も
追
認
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
も
の
が
先
行
す
る
芸
術
作
品
と
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
芸
術
作
品
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
関
係
を
具
体
的
に
特
定
で
き
る
時
点
で
、
す
で
に
そ
れ
ら
を
芸
術
作
品
た
ら
し
め
て
い
る
芸
術
形
式

は
特
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る

（
３４
）。

　

芸
術
形
式
の
定
義
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
芸
術
作
品
の
定
義
と
し
て
私
が
支
持
し
た
い
の
は
、
べ
リ
ス
・
ゴ
ー
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
が
提

示
す
る
規
準
で
あ
る
。
ゴ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
あ
る
も
の
が
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ
る
の
に
寄
与
す
る
よ
う
な
性
質
は
以
下
の
十
項
目
で
あ

る
（
３５
）。(1)　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
美
的
性
質
を
持
つ
こ
と

(2)　

情
動
の
表
現
で
あ
る
こ
と

(3)　

知
的
に
挑
戦
的
で
あ
る
こ
と
（
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
見
か
た
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
）

(4)　

形
式
的
に
複
雑
か
つ
一
貫
性
が
あ
る
こ
と

(5)　

複
雑
な
意
味
を
伝
達
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と

(6)　

個
人
的
な
観
点
を
提
示
し
て
い
る
こ
と

(7)　

創
造
的
想
像
力
の
行
使
で
あ
る
こ
と
（
独
創
的
で
あ
る
こ
と
）
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(8)　

高
度
な
技
術
の
所
産
で
あ
る
よ
う
な
人
工
物
な
い
し
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
こ
と

(9)　

確
立
さ
れ
て
い
る
芸
術
形
式
に
属
し
て
い
る
こ
と

(10)　

芸
術
作
品
を
作
ろ
う
と
い
う
意
図
の
産
物
で
あ
る
こ
と

ゴ
ー
ト
自
身
は
、
こ
の
リ
ス
ト
を
芸
術
作
品
の
必
要
十
分
条
件
で
は
な
く
「
特
徴
づ
け
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の

性
質
は
い
ず
れ
も
芸
術
作
品
で
あ
る
た
め
の
個
別
に
必
要
な
条
件
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
一
定
数
以
上
を
満
た
す
こ
と
は
芸
術
作

品
で
あ
る
た
め
の
十
分
条
件
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
満
た
さ
な
い
も
の
は
芸
術
作
品
で
は
な
い

（
３６
）。

ゴ
ー
ト
の
ク
ラ
ス
タ

説
は
、
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
条
件
の
「
形
式
」
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
規
準
リ
ス
ト
の
「
内
容
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
主

張
は
し
て
い
な
い

（
３７
）。

と
は
い
え
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
は
、
芸
術
作
品
が
持
つ
性
質
と
し
て
そ
れ
な
り
に
も
っ
と
も
ら
し
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
規
準
を
芸
術
形
式
の
定
義
の
内
容
と
し
て
組
み
込
む
に
あ
た
っ
て
、
(9)
と
(10)
の
項
目
を
排
除
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
と

い
う
の
も
、
い
ず
れ
も
循
環
的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
(1)
～
(8)
の
す
べ
て
を
満
た
す
と
い
う
条
件
は
、
芸
術
作
品

の
一
般
的
な
条
件
と
し
て
は
明
ら
か
に
強
す
ぎ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゴ
ー
ト
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
の
一、

定、

数、

以、

上、

を
満

た
せ
ば
芸
術
作
品
で
あ
り
、
か
つ
、
芸
術
作
品
で
あ
る
た
め
に
は
一
定
数
以
上
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
以
上
）
を
満
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
穏
当
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
一
定
数
以
上
」
と
い
う
言
い
か
た
で
は
条
件
が
正
確
に
特
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
芸
術
形
式
と
非
芸
術
形
式
の
あ
い
だ
の
境
界
例
の
存
在
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
い
く
つ
か
の
境
界
例
（
た
と
え
ば
絵
本
）
は
、
そ
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
こ
れ
ら
の
性
質
の
一
定
数
以
上
を
満
た

す
か
ど
う
か
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
境
界
例
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

以
上
の
議
論
か
ら
、
本
稿
が
最
終
的
に
支
持
す
る
芸
術
形
式
の
定
義
が
得
ら
れ
る
。
定
式
化
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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あ
る
人
工
物
形
式
Ｆ
は
、
以
下
の
と
き
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
芸
術
形
式
で
あ
る
。
(a) 

Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
お
か
げ
で

　
　

八
つ
の
規
準
の
う
ち
の
一
定
数
以
上
を
満
た
す
Ｆ
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
あ
り
、
か
つ
、
(b) 

八
つ
の
規
準
の
う
ち
の

　
　

一
定
数
以
上
を
満
た
す
も
の
を
作
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
意
図
的
に
選
ば
れ
る
人
工
物
形
式
の
候
補
に
Ｆ
が
含
ま
れ
る
よ
う
な

　
　

慣
習
が
成
立
し
て
い
る
と
き
。
こ
こ
で
、
八
つ
の
規
準
と
は
、
ゴ
ー
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
に
お
け
る
(1)
～
(8)
の
項
目
で
あ
る
。

こ
の
定
義
は
、
既
存
の
芸
術
形
式
を
包
摂
し
つ
つ
、
既
存
の
非
芸
術
形
式
を
排
除
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
、
い
く
つ
か
の
人
工
物

形
式
が
境
界
例
で
あ
る
理
由
を
示
せ
る
と
い
う
点
で
、
外
延
的
に
十
全
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

３　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
形
式
か

　
　
　

３ 

・ 

１　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
芸
術
性

　

以
上
で
定
義
し
た
芸
術
形
式
の
必
要
十
分
条
件
を
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
満
た
す
か
ど
う
か
を
考
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
(b)
の
条
件
は
容
易

に
満
た
す
と
言
え
る
。
と
く
に
、
近
年
の
独
立
系
小
規
模
開
発
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
作
品
（
イ
ン
デ
ィ
ー
ゲ
ー
ム
）
の
多
く
は
、
ゴ
ー
ト
の

諸
規
準
が
示
す
よ
う
な
芸
術
的
質
を
作
り
出
す
こ
と
を
明
ら
か
に
志
向
し
て
お
り
、
ま
た
、
イ
ン
デ
ィ
ー
ゲ
ー
ム
の
裾
野
の
広
が
り
を
見

れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
志
向
は
慣
習
と
呼
べ
る
ほ
ど
十
分
に
成
熟
し
て
い
る

（
３８
）。

　

(a)
の
条
件
に
つ
い
て
も
、
ゴ
ー
ト
の
諸
規
準
を
実
際
に
満
た
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
作
品
が
す
で
に
数
多
く
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あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、『Rez

』
は
、美
的
性
質
、独
創
性
、形
式
的
複
雑
さ
と
一
貫
性
、意
味
論
的
複
雑
さ
、高
度
な
技
術
の
所
産
と
い
っ

た
点
で
、
少
な
く
と
も
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
芸
術
作
品
と
同
等
以
上
に
は
芸
術
作
品
の
規
準
を
満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
芸
術

作
品
の
規
準
を
満
た
す
実
例
が
あ
る
だ
け
で
は
(a)
の
条
件
を
満
た
す
の
に
十
分
で
は
な
い
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
形
式
と
し
て
認
定
さ

れ
る
た
め
の
も
っ
と
も
大
き
い
障
壁
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ビ、

デ、

オ、

ゲ、

ー、

ム、

で、

あ、

る、

お、

か、

げ、

で、

芸
術
作
品
の
諸
規

準
を
満
た
す
よ
う
な
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。『Rez

』
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と
し
て

で
は
な
く
、
た
ん
に
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
ビ
デ
オ
ア
ー
ト
と
し
て
そ
の
芸
術
的
質
を
持
つ
と
言
え
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
形
式
の
条
件
を
満
た
す
と
言
う
た
め
に
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と
い
う
形
式
が
そ
れ
固
有
の
し
か
た
で
ど
の
よ
う
に

し
て
芸
術
的
質
の
構
成
に
寄
与
す
る
か
を（
い
わ
ば
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
芸
術
性
を
）ま
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
あ
る
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
形
式
を
持
つ
お
か
げ
で
そ
の
芸
術
的
質
を
持
つ
と
言
え
る
よ
う
に
な

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
人
工
物
形
式
で
あ
る
か
を
正
確
に
特
定
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
来
た
る

べ
き
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
美
学
の
仕
事
で
あ
り
、
本
稿
の
手
に
余
る
。
こ
こ
で
は
、
試
論
と
し
て
、
ゴ
ー
ト
の
諸
規
準
の
そ
れ
ぞ
れ
に
か
ん
し

て
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
固
有
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
特
徴
を
い
く
つ
か
示
す
に
と
ど
め
る
。

(1)　

美
的
性
質
に
つ
い
て
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
基
本
的
に
は
映
像
形
式
で
あ
り
、
そ
の
視
聴
覚
的
性
質
に
依
存
す
る
美
的
性
質
は
映

画
や
ア
ニ
メ
の
そ
れ
と
原
理
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。し
か
し
、ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
、入
力
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、

入
力
に
お
け
る
触
覚
的
性
質
と
出
力
に
お
け
る
視
聴
覚
的
性
質
の
連
動
に
よ
る
あ
る
種
の
運
動
感
覚
的
（kinesthetic

）
性
質

を
与
え
、
そ
れ
に
依
存
し
た
独
特
の
美
的
性
質
の
構
成
を
可
能
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
視
聴
覚
的
‐
運
動
感
覚
的

な
美
的
性
質
は
、ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
に
か
ぎ
ら
ず
、触
覚
的
入
力
と
視
聴
覚
的
出
力
を
持
つ
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ザ
イ
ン
タ
ー
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フ
ェ
イ
ス
（
た
と
え
ば
、
テ
レ
ビ
の
リ
モ
コ
ン
、
Ｐ
Ｃ
の
マ
ウ
ス
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
）
の
操
作
に
お
い
て

も
生
じ
る
。
し
か
し
、
通
常
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
は
、
そ
の
性
質
は
と
く
に
重
要
で
な
い
か
せ
い
ぜ
い
有
用
性
の
点
で
評

価
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
で
は
、
そ
の
性
質
自
体
が
焦
点
化
さ
れ
て
評
価
さ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば

あ
る
。

(2)　

情
動
の
表
現
に
つ
い
て
。
他
の
芸
術
形
式
に
お
け
る
情
動
は
、
な
ん
ら
か
の
表
現
的
質
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
虚
構
的
再
現
に
よ

る
も
の
で
あ
れ
、
作
り
手
な
い
し
虚
構
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
が
抱
く
情
動
の
伝
達
な
い
し
共
感
に
よ
る
も
の
か
、
受
動
的
状
況
に
か

か
わ
る
情
動
（
た
と
え
ば
恐
怖
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
で
は
、
そ
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
性
の
お
か
げ
で

プ
レ
イ
ヤ
ー
に
特
定
の
状
況
に
お
け
る
態
度
決
定
を
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
心
理
的
ジ
レ
ン
マ
の

よ
う
な
状
況
に
置
く
こ
と
で
（
あ
る
い
は
態
度
決
定
の
帰
結
を
示
す
こ
と
で
）、
た
と
え
ば
葛
藤
や
罪
悪
感
や
達
成
感
と
い
っ

た
能
動
的
状
況
に
か
か
わ
る
情
動
を
（
伝
達
や
共
感
で
は
な
く
）
プ
レ
イ
ヤ
ー
自
身
の
も
の
と
し
て
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
（
３９
）。

(3)　

知
的
挑
戦
に
つ
い
て
。
知
的
に
挑
戦
的
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
な
ん
ら
か
の
能
動
的
態
度
を
鑑
賞
者
に
要
求
す
る
が
、
通
常
の

芸
術
形
式
の
場
合
、
そ
れ
は
解
釈
レ
ベ
ル
の
能
動
性
に
と
ど
ま
る
。
一
方
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
媒
体
的
に
イ
ン
タ
ラ
ク

テ
ィ
ブ
な
形
式
で
は
、
知
的
な
問
い
か
け
に
対
し
て
実、

際、

に、

応
答
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

（
４０
）。

そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
答

え
に
対
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
与
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
し
か
た
で
、
よ
り
複
雑
な
挑
戦
的
構
造
が
可
能
に
な
る
。

(4)　

形
式
的
側
面
に
つ
い
て
。
美
的
性
質
と
同
様
に
、
原
理
的
に
は
映
像
形
式
一
般
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
、
そ
の
初
期
に
お
け
る
Ｃ
Ｇ
表
現
上
の
媒
体
的
制
約
の
お
か
げ
で
、
独
特
の
表
現
様
式
（
た
と
え
ば
ド
ッ
ト

絵
表
現
や
ポ
リ
ゴ
ン
表
現
）
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
ま
た
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
、
ふ
つ
う
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
上
の
情
報
（
パ
ラ

メ
ー
タ
等
）
を
画
面
上
に
配
置
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
表
現
手
法
も
ま
た
独
自
の
様
式
史
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
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情
か
ら
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
、
他
の
映
像
形
式
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
固
有
の
画
面
構
成
の
規
則
を
持
つ
。

(5)　

意
味
論
的
側
面
に
つ
い
て
。
多
く
の
ゲ
ー
ム
研
究
が
こ
の
側
面
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ビ

デ
オ
ゲ
ー
ム
の
も
っ
と
も
特
徴
的
な
側
面
は
そ
の
意
味
作
用
の
あ
り
か
た
に
あ
る
。
第
一
に
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
の
特
性
で
あ
る
。
伝
統
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
鑑
賞
者
は
あ
く
ま
で
虚
構
世
界
の
観
察
者
に
と
ど
ま
る
が
、

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
で
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
自
身
が
虚
構
世
界
内
で
行
為
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
経
験
が
可
能
に
な
る
。
第
二
に
、
意
味

作
用
の
二
重
性
で
あ
る
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
、
一
方
で
虚
構
世
界
を
描
き
つ
つ
、
他
方
で
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
上
の
要
素
や
事
態

を
表
示
す
る
。
多
く
の
場
合
、
こ
の
二
つ
の
意
味
作
用
は
依
存
関
係
や
補
完
関
係
を
結
ん
で
い
る
が
、
そ
の
関
係
の
お
か
げ
で

全
体
と
し
て
独
特
の
意
味
作
用
が
生
じ
る
。
第
三
に
、
物
語
表
現
の
新
し
い
可
能
性
で
あ
る
。
映
画
や
小
説
は
原
理
的
に
単
線

的
で
あ
り
、
物
語
言
説
時
間
の
進
行
に
沿
っ
て
定
め
ら
れ
た
物
語
内
容
が
示
さ
れ
て
い
く
ほ
か
な
い
の
に
対
し
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー

ム
で
は
、
そ
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
性
に
よ
っ
て
、
新
し
い
物
語
表
現
が
可
能
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
行
為
に

よ
っ
て
分
岐
す
る
物
語
や
、断
片
的
情
報
の
能
動
的
発、

見、

に
よ
る
全
体
的
な
物
語
内
容
の
構
成
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、視
点
（
あ

る
い
は
視
点
人
物
）
自
体
の
操
作
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
独
特
の
物
語
的
質
を
生
む
こ
と
も
で
き
る

（
４１
）。

個
人
的
観
点
の
提
示
(6)
の
し
か
た
は
、
(2)
や
(3)
や
(5)
に
依
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
独
創
性
(7)
お
よ
び
高
度
な
技
術
(8)
の
あ
り
か

た
が
個
々
の
形
式
ご
と
に
異
な
る
の
は
自
明
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
映
画
な
ど
と
共
有
す
る
映
像
的
・
音
響
的
性
質
や
単
線
的
な
物
語
も

ま
た
（
固
有
で
は
な
い
も
の
の
）
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
備
わ
る
特
徴
で
あ
る
。
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
特
徴
を
統
合
し
た
人

工
物
形
式
で
あ
る
と
言
え
る
。
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３ 

・ 

２　

事
例

　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
固
有
の
芸
術
性
の
候
補
を
示
し
た
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
特
徴
の
点
で
芸
術
作
品
で
あ
る
よ
う
な
ビ
デ

オ
ゲ
ー
ム
作
品
の
実
例
が
あ
れ
ば
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
芸
術
形
式
と
見
な
さ
れ
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
以
下
に
（
ご

く
主
観
的
に
で
は
あ
る
が
）
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
規
準
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
複
数
を
満
た
す
実
例
は
す
で
に
数
多
く
あ
る
。

　

日
本
の
イ
ン
デ
ィ
ー
ゲ
ー
ム
の
草
分
け
で
あ
る
『
洞
窟
物
語
』
は
、『
ス
ー
パ
ー
マ
リ
オ
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ

る
２
Ｄ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
ジ
ャ
ン
ル
の
ア
ク
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
だ
が
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
の
操
作
に
か
ん
し
て
、
優
美
さ
や
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

さ
と
い
っ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
美
的
性
質
と
言
え
る
よ
う
な
独
特
の
プ
レ
イ
感
覚
を
達
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
ド
ッ
ト
絵
や
８
ビ
ッ
ト
音
源

風
の
サ
ウ
ン
ド
を
意
識
的
に
採
用
し
、
フ
ァ
ミ
コ
ン
時
代
の
レ
ト
ロ
感
漂
う
様
式
を
洗
練
さ
せ
た
形
式
的
統
一
を
果
た
し
て
い
る
。

　

同
様
に
２
Ｄ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
ジ
ャ
ン
ル
の
パ
ズ
ル
ゲ
ー
ム
で
あ
る
『Braid

』
は
、
時
間
進
行
を
部
分
的
に
自
在
に
操
る
よ
う

な
感
覚
を
与
え
る
独
特
の
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
で
有
名
で
あ
る
。
一
貫
し
て
時
間
を
主
題
に
し
て
お
り
、
時
間
の
不
可
逆
性
や
、
そ
れ
に
か

か
わ
る
後
悔
や
他
責
と
い
っ
た
情
動
を
、
ま
さ
に
そ
の
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
融
合
を
通
し
て
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、

物
語
自
体
は
あ
く
ま
で
暗
示
的
に
語
ら
れ
、
全
体
的
に
寓
意
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
能
動
的
な
解
釈
を
要
求
す
る
。

　
『Septem

ber 12th

』
は
、
非
常
に
単
純
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
が
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
う
ま
く
使
う
こ
と

で
、
対
テ
ロ
戦
争
が
根
本
的
に
は
ら
む
問
題
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ほ
ん
の
数
分
プ
レ
イ
す
る
こ
と
で
、
プ
レ
イ
ヤ
ー

は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
を
排
除
す
る
行
為
が
新
た
な
テ
ロ
リ
ス
ト
を
生
む
と
い
う
事
態
を
、
た
ん
に
概
念
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
直
観

的
に
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
『Every D

ay the Sam
e D

ream

』
も
同
様
に
社
会
批
判
的
な
実
験
的
作
品
で
あ
り
、「
労
働
疎
外
や
そ
の
拒
絶
」
と
い
う
実
存
主
義

的
な
主
題
を
シ
ニ
カ
ル
に
描
い
て
い
る
。
内
容
は
、日
々
ほ
と
ん
ど
な
に
も
変
わ
ら
な
い（
と
は
い
え
、わ
ず
か
な
変
化
は
あ
る
）サ
ラ
リ
ー



48— —

マ
ン
生
活
を
続
け
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
閉
塞
感
を
味
わ
う
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
生
の

意
味
や
自
由
に
つ
い
て
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
通
常
期
待
さ
れ
る
自
由
さ
（
あ
る
い
は
異
な
る
入
力

に
対
し
て
異
な
る
帰
結
に
い
た
る
分
岐
）
や
最
終
的
な
満
足
の
保
証
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
（
そ
し
て
そ
の
前
提
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
）
成
立
す
る
表
現
で
あ
る
。

　

一
人
称
視
点
型
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
ゲ
ー
ム
『Call of D

uty: M
odern W

arfare 2

』
は
、
市
街
戦
を
中
心
に
し
た
現
代
的
戦
争
を
そ

の
背
景
に
あ
る
物
語
と
と
も
に
非
常
に
写
実
的
な
映
像
表
現
に
よ
っ
て
描
く
作
品
で
あ
る
。
物
語
自
体
は
単
線
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
一

人
称
視
点
の
映
像
表
現
と
い
う
特
徴
と
、
ゲ
ー
ム
プ
レ
イ
と
同
時
進
行
的
に
物
語
を
描
い
て
い
く
と
い
う
独
特
の
手
法
に
よ
っ
て
、
プ
レ

イ
ヤ
ー
自
身
が
次
々
に
起
こ
る
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
独
特
の
感
覚
を
与
え
る
。
ま
た
、
い
や
お
う
な
く
民
間
人
の

虐
殺
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
お
く
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
た
有
名
な
「N

o Russian

」
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
顕
著
な
よ

う
に
、
自
責
の
よ
う
な
能
動
的
状
況
に
か
か
わ
る
情
動
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
自
身
の
も
の
と
し
て
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

感
動
的
な
物
語
内
容
の
点
で
高
く
評
価
さ
れ
る
『T

o the M
oon

』
は
、
多
く
の
ゲ
ー
ム
が
持
つ
挑
戦
的
構
造
や
ア
ク
シ
ョ
ン
要
素
を

ほ
と
ん
ど
持
た
ず
、
た
ん
に
物
語
を
描
い
て
い
る
だ
け
と
い
う
意
味
で
、
文
章
を
ひ
た
す
ら
読
ん
で
い
く
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
ジ
ャ
ン
ル
に
属

す
る
と
言
え
な
く
も
な
い
（
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
し
ば
し
ば
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
）。
し
か
し
、
そ
の
空
間
表
現
や
操
作
の
シ

ス
テ
ム
は
『
ド
ラ
ゴ
ン
ク
エ
ス
ト
』
の
よ
う
な
日
本
の
古
典
的
な
上
方
視
点
型
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
ジ
ャ
ン
ル
に
完
全
に
則
っ
て

お
り
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
活
か
し
た
か
た
ち
で
物
語
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
古
典
的
な
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
が
培
っ
て

き
た
独
特
の
物
語
表
現
技
法
を
明
ら
か
に
意
識
的
に
採
用
し
て
お
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
技
法
に
お
い
て
卓
越
し
て
い
る
。
ま
た
、
た

ん
に
空
間
や
操
作
だ
け
で
は
な
く
、
ド
ッ
ト
絵
キ
ャ
ラ
ク
タ
に
よ
る
洗
練
さ
れ
抑
制
の
効
い
た
人
物
描
写
の
新
し
い
可
能
性
も
示
し
て
い

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
主
観
的
な
判
断
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
同
意
が
得
ら
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ま
た
、
仮
に
同
意
が
得
ら
れ
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た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
芸
術
作
品
の
定
義
に
お
け
る
「
一
定
数
以
上
」
を
ど
れ
だ
け

強
く
と
る
か
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
作
品
が
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
で
あ
る
お
か
げ
で
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ

る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
芸
術
的
質
を
作
り
出
す
た
め
に
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
意
図
的
に
選
ば
れ
る
慣

習
は
、
す
で
に
明
確
に
成
立
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
節
で
示
し
た
芸
術
形
式
の
定
義
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
で
は
、「
ビ
デ
オ
ゲ
ー

ム
は
芸
術
形
式
で
あ
る
」
と
い
う
答
え
は
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
以
上
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
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ピ
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ー
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む
包
括
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し
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ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
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（videogam
es
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を
採
用
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る
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ビ
デ
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ゲ
ー
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に
は
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box 360
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intendo 3D

S

と
い
っ
た
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庭
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ゲ
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上
で
動
作
す
る
も
の
だ
け
で
は
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な
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Ｐ
Ｃ
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（
14
）　

た
と
え
ば
、
小
説
家
の
ク
ラ
イ
ヴ
・
バ
ー
カ
ー
に
よ
る
批
判
（Sheffi

eld 2007; Ebert 2007

）、
ゲ
ー
ム
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ケ
リ
ー
・
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
に
よ
る
批
判
（Ebert 

2010

）
を
見
よ
。

（
15
）　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
定
義
や
、
よ
り
一
般
的
に
ゲ
ー
ム
の
定
義
の
試
み
に
つ
い
て
は
、Juul (2005: ch.2); T

avinor (2009: ch.2)

を
見
よ
。

（
16
）　

一
方
、
後
述
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
そ
の
否
定
命
題
「
い
か
な
る
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
作
品
も
芸
術
作
品
で
な
い
」
か
ら
は
「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
は
芸
術
形
式
で
は
な
い
」
と

い
う
結
論
を
導
出
で
き
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
イ
ー
バ
ー
ト
の
論
証
は
形
式
的
に
妥
当
で
あ
る
。

（
17
）　E.g. Gaut &

 Lopes (2005).

（
18
）　M

eskin &
 Cook (2012: xvii-xviii).

（
19
）　

こ
こ
で
ビ
ア
ズ
リ
ー
が
「
批
評
」
と
し
て
考
え
て
い
る
営
み
は
、作
品
に
つ
い
て
の
非
規
範
的
な
言
明
で
あ
る
「
記
述
」
と
「
解
釈
」、お
よ
び
規
範
的
な
言
明
で
あ
る
「
評

価
」
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
（Beardsley 1958: 9

）。
本
稿
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
美
的
な
批
評
的
実
践
が
豊
か
な
し
か
た
で
存
在
す
る
こ
と

を
前
提
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
を
立
証
す
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
本
稿
の
仕
事
で
は
な
い
。
そ
の
立
証
に
は
、
た
と
え
ば
種
々
の
社
会
学
的
方
法
の
よ
う
な
な
ん
ら
か

の
経
験
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
20
）　Beardsley (1958: 4).

（
21
）　

芸
術
形
式
が
「
媒
体
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
素
材
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
22
）　

同
様
に
、
個
々
の
人
工
物
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
存
在
論
的
地
位
は
、
タ
イ
プ
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
ト
ー
ク
ン
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
人
工
物
形
式
／
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
区
別
は
、

タ
イ
プ
／
ト
ー
ク
ン
の
区
別
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

（
23
）　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
作
品
の
存
在
論
の
試
み
は
、T

avinor (2011)

を
見
よ
。 

（
24
）　W

eitz (1956: 31).

（
25
）　

私
は
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
が
（
ジ
ャ
ン
ル
や
様
式
と
い
う
よ
り
も
）
一
つ
の
芸
術
形
式
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、《
泉
》
や
《4 ’33 ”

》
の
芸
術
的

内
容
を
機
能
さ
せ
て
い
る
の
は
、
そ
の
彫
刻
性
や
音
楽
性
で
は
な
く
、
な
ぞ
な
ぞ
性
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
、
そ
の
対
象
や
状
況
や
意
図
に
対
す
る
概
念
的
理
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解
へ
の
志
向
性
を
刺
激
す
る
な
ん
ら
か
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

（
26
）　

も
ち
ろ
ん
、《
泉
》
の
芸
術
的
内
容
の
少
な
く
と
も
一
部
（
挑
戦
的
で
あ
る
、
制
度
批
判
的
で
あ
る
、
シ
ニ
カ
ル
で
あ
る
、
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
等
々
）
は
、

そ
れ
が
便
器
と
い
う
人
工
物
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
多
分
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
お
か
げ
で
あ
る
」
と
い
う
用
語
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、「
ど、

の、

よ、

う、

な、

内
容
を
持
つ
か
（w

hat

）
に
か
ん
し
て
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
ど、

の、

よ、

う、

に、

し、

て、

内
容
を
持
つ
か
（how

）
に
か
ん
し
て
依
存
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、《
泉
》
が
な
ん
ら
か
の
芸
術
的
内
容
を
持
つ
の
は
、
便
器
で
あ
る
お
か
げ
で
は
な
く
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
で
あ
る
お
か
げ
で

あ
る
と
言
え
る
。

（
27
）　

こ
の
議
論
は
、
ケ
ン
ダ
ル
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
芸
術
カ
テ
ゴ
リ
説
の
ア
イ
デ
ア
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
「
芸
術
カ
テ
ゴ
リ
」
概
念
の
適
用
範
囲
は
か
な
り

幅
広
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
媒
体
」（
本
稿
に
お
け
る
芸
術
形
式
）
に
加
え
て
「
ジ
ャ
ン
ル
、
様
式
、
形
式
、
等
々
」
も
含
ま
れ
る
（W

alton 2004: 144l

）。

（
28
）　M

artin (2007: 205-206); Lopes (2009: 114-116).

（
29
）　

本
稿
で
は
、
個
々
の
説
に
つ
い
て
の
細
か
い
議
論
は
で
き
な
い
。
分
析
美
学
に
お
け
る
芸
術
定
義
論
の
概
史
は
、Stecker (2010: ch.5); A

dajian (2012); D
avies (2007: 

part 1)

を
見
よ
。

（
30
）　Stecker (2010: 104-105)

を
見
よ
。
こ
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
美
的
機
能
説
の
多
く
が
芸
術
作
品
の
記
述
的
に
十
全
な
定
義
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
評
価
基
準
の
定
義
を

志
向
し
て
い
る
と
い
う
点
に
理
由
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
31
）　D

ickie (1974: 43-44).

（
32
）　Levinson (1989: 21).

（
33
）　

当
然
の
帰
結
と
し
て
、
歴
史
説
は
、
そ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
最
初
の
芸
術
作
品
」
な
る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
最
初
の
芸
術
作
品
は
、

再
帰
的
な
部
分
と
は
別
の
し
か
た
で
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
34
）　

別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
制
度
説
や
歴
史
説
は
、「
芸
術
作
品
」
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
な
し
か
た
で
定
義
さ
れ
運
用
さ
れ
て
い
る
か
を
説
明
す
る
理
論
で
あ
り
、
そ
の

運
用
に
お
け
る
概
念
の
内
容
に
踏
み
込
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ばA

bell (2012)
が
実
際
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
制
度
説
や
歴
史
説
の
内
容
を
充
填
し
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よ
う
と
す
る
と
き
に
、
美
的
機
能
説
や
ク
ラ
ス
タ
説
が
示
す
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
内
容
を
採
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
制
度
説

や
歴
史
説
は
、
本
稿
が
求
め
る
芸
術
の
定
義
の
内
容
と
し
て
は
根
本
的
に
不
適
で
あ
る
。

（
35
）　Gaut (2000: 28).

（
36
）　Gaut (2000: 26-27).

（
37
）　

芸
術
の
定
義
な
い
し
特
徴
づ
け
の
形
式
と
し
て
の
ク
ラ
ス
タ
説
を
取
り
巻
く
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
松
永
（
二
〇
一
〇
）
を
見
よ
。

（
38
）　

イ
ン
デ
ィ
ー
ゲ
ー
ム
の
芸
術
的
志
向
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
イ
ン
デ
ィ
ー
ゲ
ー
ム
開
発
者
を
取
材
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
（Jam

es Sw
irsky &

 Lisanne 

Pajot, Indie Gam
e: T

he M
ovie, 2012

）
を
見
よ
。

（
39
）　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
情
動
に
つ
い
て
は
、T

avinor (2009: ch.7)

に
ま
と
ま
っ
た
議
論
が
あ
る
。

（
40
）　

イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
性
の
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
の
区
分
に
つ
い
て
は
、Lopes (2009: 36-42)

を
見
よ
。

（
41
）　

ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
意
味
論
的
な
側
面
に
注
目
す
る
研
究
は
数
多
く
あ
る
が
、
特
に
以
下
が
優
れ
て
い
る
。Jenkins (2004); Juul (2005); T

avinor (2009).　
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