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l
フ
ィ
ー
ド
ラ

l
の
芸
術
論
を
め
ぐ
っ
て

1
｜

斎

藤

郁

夫

は

じ

め

フ
ィ
ー
ド
ラ
！
の
芸
術
論
の
特
色
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
美
と
芸
術
と
の
分
離
の
強
調
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
芸
術

は
た
し
て
正
当
な
前
提
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
芸
術
は
、

（

1
）
 

美
学
が
授
け
指
定
し
う
る
以
外
の
本
質
的
意
義
や
目
標
を
持
っ
て
い
な
い
の
か
ど
う
か
」
（
戸
∞
・
己
）
と
い
う
言
葉
で
、
彼
は
自
ら
の

が
、
そ
の
範
囲
全
体
か
ら
し
て
美
学
の
研
究
領
域
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

問
題
意
識
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
美
と
芸
術
と
の
分
離
は
、

さ
ら
に
思
想
内
容
、
倫
理
的
内
容
と
の
分
離
に
ま
で
及
ぶ
。
彼
は
、

芸
術
の
意
義
を
作
品
の
効
果
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
デ
ィ
ン
ス

（

2
）
 

キ
ー
な
ど
に
よ
る
近
代
芸
術
の
本
質
を
す
で
に
言
い
当
て
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
先
駆
的
性
格
が
高
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
提
示
し
た
芸
術
の
本
質
規
定
は
、

べ
l
ム
や
イ
ム
ダ
l
ル
等
に
よ
っ
て
、

セ
ザ
ン
ヌ
、

ク
レ

l
、

う
し
た
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
芸
術
論
の
先
駆
的
性
格
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
べ

l
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
彼
は
、
自
然
（
諸
対



2 

象
）
の
規
範
に
よ
る
客
観
的
制
約
を
克
服
し
、
あ
る
い
は
現
実
を
反
映
す
る
こ
と
を
通
ビ
て
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
を
目
論
む
芸
術
の

社
会
参
加
を
克
服
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
越
え
て
、
創
造
的
意
識
を
純
化
し
て
ゆ
く
活
動
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
芸
術
に
、
『
独
自

の
法
則
性
（
巴

m
g四
2
2
N
Z
n
r
r
x）
』
や
『
自
足
的
な
有
意
義
性
（
肘
仲
間

g
宮

P
E
g
s
z
x
）
』
と
い
う
言
葉
で
強
調
さ
れ
た
独
自
の

（

3
）
 

堅
固
な
性
質
（
穴
。

E
E
S
N）
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
」
。

l
lす
な
わ
ち
、
純
粋
視
覚
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
美
的
感
情
、
思
想

内
容
、
そ
の
他
す
べ
て
芸
術
作
品
か
ら
受
け
と
る
効
果
を
度
外
視
し
、
視
覚
過
程
に
関
わ
ら
ぬ
社
会
的
、
慣
習
的
制
約
等
を
、
彼
は
芸

術
の
本
質
か
ら
切
り
離
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

フ
ィ
ー
ド
ラ

i
の
芸
術
論
で
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
は
ず
の
、
芸
術
の
意
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
芸

術
の
本
質
規
定
が
、

ベ
l
ム
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
従
来
の
も
の
か
ら
変
化
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
芸
術
の
意
義
も
変
化
し
た
も

の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
！
の
芸
術
論
が
、
近
代
に
お
け
る
芸
術
の
本
質
規
定
の
転
換
点
を
示
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
、
芸

術
は
人
間
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
芸
術
の
本
質
を
求
め
て
ゆ
く
方
法
は
、
『
芸
術
活
動
の
根
源
に
つ
い
て
』
の
冒
頭
部
分
で
示
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
の

本
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
芸
術
活
動
の
成
果
か
ら
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
作
用
を
度
外
視
し
て
、
芸
術
活
動
そ
の
も
の
が
人

聞
の
本
性
か
ら
成
立
し
て
く
る
と
こ
ろ
を
見
と
ど
け
た
場
合
」
（
戸

ω－
H

∞
叶
）
で
あ
り
、
疋
問
と
い
う
有
機
体
が
好
ん
で
到
達
し
よ
う
と

す
る
精
神
的

l
身
体
的
表
示
の
多
様
さ
か
ら
、
さ
ら
に
発
展
す
れ
ば
芸
術
活
動
と
呼
べ
る
よ
う
な
活
動
が
分
離
し
始
め
る
点
」
2
・∞・
5
吋）



を
知
り
得
た
時
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
芸
術
の
本
質
を
考
察
す
る
た
め
の
二
つ
の
側
面
が
顕
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
人
間
の
本
性
に
根
ざ

し
た
芸
術
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
法
則
を
見
出
す
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
人
間
の
精
神
的
1

身
体
的
活
動
の
中
で
の
芸
術
活
動
の

独
自
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
観
点
に
基
づ
い
て
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
が
芸
術
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
考
察
し
て
ゆ
く
の
か
、
『
芸
術
活
動
の
根
源
に
つ
い
て
』
の

中
に
彼
の
思
索
を
追
っ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
、
従
来
の
芸
術
観
に
根
本
的
な
転
換
を
迫
ろ
う
と
し
て
、
ま
ず
人
間
と
現
実
と
の
関
係
を
新
し
く
捉
え
直
そ
う
と

義

す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
外
界
の
事
物
を
そ
の
ま
ま
信
ビ
る
素
朴
実
在
論
や
、
与
え
ら
れ
た
表
象
を
そ
の
ま

意

ま
信
ピ
る
経
験
論
的
立
場
は
、
彼
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
斥
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
精
神
的

l
身
体
的
表
現
活
動
こ
そ
現
実
を
成

の

立
せ
し
め
る
た
め
の
唯
一
の
根
拠
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
現
活
動
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
現
実
と

都3

い
う
も
の
は
、
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

官
官

そ
れ
で
は
、
現
実
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
内
部
の
「
た
え
ま
な
い
生
成
と
消
滅
の
無
限
の
過
程
」

（
同
・

ω－
H
＠
∞
）

の
中
に
あ
る
。
こ
の
過
程
に
現
わ
れ
る
現
実
と
は
、
様
々
な
表
象
が
明
確
な
輪
郭
を
持
た
ず
に
、
た
だ
変
転
し
て
や
ま
ぬ
状
態
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
が
現
実
の
様
相
を
初
め
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
混
沌
と
し
た
状
態
の
他
に
は
あ
り
え
な
い
。
確
固
と
し
た

現
実
の
成
立
は
、
生
成
消
滅
を
繰
り
返
す
だ
け
の
こ
の
表
象
を
、
明
確
な
形
へ
と
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
為
し
避
け
る
も
の
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
表
現
活
動
に
他
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
か
の
混
沌
と
し
た
状
態
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
言
語
活
動
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き

3 

ょ
う
。
し
か

L
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
、
表
象
が
言
語
的
表
現
形
式
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
は
現
実
の
意
識
内
容
が
変
化
を
受



4 

け
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
把
握
し
よ
う
と
し
た
意
識
内
容
は
、
言
語
的
表
現
の
成
立
に
よ
っ
て
、
そ
の

も
と
の
姿
を
す
っ
か
り
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
い
、
全
く
別
な
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
意

識
内
部
に
現
わ
れ
る
樹
木
の
可
視
的
表
象
は
、
「
樹
」
と
言
語
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
は
す
る
が
、
「
樹
」
と
い
う
言

語
そ
の
も
の
は
、
眼
に
見
え
る
形
と
し
て
の
樹
木
の
表
象
と
、
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
「
樹
」
と
い
う
言
語
形
式
で
眼
に
見
え
る
形
の
樹
木
を
所
有
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
「
樹
」
と
い
う
言
語

そ
の
も
の
を
所
有
す
る
の
で
あ
る
。
「
言
語
は
あ
る
存
在
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
言
語
が
ひ
と
つ
の
存
在
で
あ
る
L
0
2
・∞－
N
c
m
）
知
覚

表
象
が
ひ
と
つ
の
形
を
と
り
始
め
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
明
瞭
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
と
異
な
り
、
言
語
的
形
式
が
現
実
意
識
内
部
の
表
象

内
容
と
は
別
の
形
を
持
つ
こ
と
を
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
「
変
容
（
富
市
仲
田
5
0
与
r
c
田
市
）
」
と
呼
ん
だ
。

そ
れ
で
は
、
表
象
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

視
覚
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
言
う
。
視
覚
表
象
に
意
識
を
向
け
る
際
に
、
わ
れ
わ
れ
は
視
覚
表

象
が
他
の
表
象
（
触
覚
表
象
、
味
覚
表
象
、
等
）
に
置
き
換
え
ら
れ
う
る
と
い
う
一
般
的
な
通
念
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
意
識
に
現
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
触
れ
得
る
も
の
、
聞
き
得
る
も
の
、
見
得
る
も
の
、
思
考
さ
れ

得
る
も
の
、
等

（同・∞－
Nω
印
）
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
あ
り
、
見
得
る
も
の
が
触
れ
得
る
も
の
と
同
一
物
で
あ
る
と
い
う
確
信
は
、

現
実
意
識
の
外
部
に
視
覚
表
象
と
触
覚
表
象
と
に
分
離
す
る
以
前
の
何
も
の
か
の
存
在
を
仮
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
視
覚
表
象
の
発
展
の
過
程
は
、
他
の
表
象
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
拒
み
、
言
葉
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
見

る
こ
と
自
体
の
た
め
に
見
る
こ
と
」
（
円
・

ω・
呂
田
）
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
こ
こ
で
獲
得
さ
れ
る
視
覚
表
象
は
、
光
と
色
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
ま
と
ま
り
の
な
い
断
片
、

一
時
的
な
通
り
す
が
り
の
現
象
」
（
円
∞
・
M
m
∞
）
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の



表
象
を
視
覚
表
象
と
し
て
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
視
覚
の
領
域
に
お
い
て
こ
の
表
象
を
意
識
内
部
か
ら
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
視
覚
表
象
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
い
わ
ば
秩
序
づ
け
つ
つ
外
部
に
表
現
し
て
ゆ
く
手
の
活
動
を
ま

っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
眼
の
内
的
過
程
か
ら
手
の
外
的
活
動
へ
の
移
行
は
連
続
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
手
は
眼
が
す
で
に
為
し
終

え
た
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
。
（
戸
∞
－
M
一日）

と
こ
ろ
で
、
「
人
聞
が
線
描
、
絵
画
、
彫
刻
を
作
る
こ
と
で
、
も
っ
ぱ
ら
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
完

全
な
仕
方
で
産
出
す
る
事
実
」
（
同
・

ω・
8
∞
）
を
反
省
し
て
み
る
な
ら
ば
、
作
品
を
作
り
出
す
過
程
に
は
何
よ
り
も
眼
か
ら
手
へ
と
連
続

義

す
る
視
覚
過
程
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
洞
察
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
芸
術
家
の
造
形
し
、
表
現
す
る
活

意

動
に
、
視
覚
過
程
以
外
の
何
も
の
も
認
め
な
い
」
（
戸
∞
－
M
∞
同
）
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
眼
か
ら
手
へ
と
移
行
し
て

の

視
覚
表
象
を
発
展
さ
せ
る
の
は
ひ
と
つ
の
「
能
力
（
吋
隼
高
官
三
」
と
さ
れ
る
が
、
実
は
こ
の
能
力
は
わ
れ
わ
れ
に
す
で
に
備
わ
っ
て

術

い
る
も
の
で
あ
る
。
「
人
間
に
は
、
彼
が
見
て
い
る
も
の
を
造
形
的
な
表
現
の
対
象
と
す
る
能
力
が
あ
る
」
（
戸
∞
－
N
弓
）
と
言
わ
れ
る
よ

昔
冨

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
視
覚
過
程
の
発
展
の
可
能
性
を
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
表
現
能
力
に
基
礎
守
つ
け
た
の
で
あ
る
。
芸
術
活
動
が
人

う
に
、

聞
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
表
現
能
力
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
芸
術
活
動
に
お
け
る
視
覚
過
程
の
法
則
性
が
確
立
さ
れ
よ
う
。
芸
術
活
動

そ
の
も
の
を
、
現
実
把
握
と
い
う
意
味
で
一
種
の
認
識
と
み
な
し
た
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
考
察
方
法
は
、
こ
の
認
識
の
成
立
の
可
能
性
を

（

4
）
 

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
基
づ
け
よ
う
と
努
力
し
た
点
で
、
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
の
方
法
と
比
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
混
沌
と
し
た
現
実
意
識
か
ら
ひ
と
つ
の
形
を
形
成
し
て
ゆ
く
表
現
活
動
の
中

に
、
言
語
的
表
現
活
動
を
も
含
め
て
考
え
て
い
た
。
い
わ
ば
、
現
実
を
成
立
せ
し
め
、
獲
得
し
て
ゆ
く
活
動
（
認
識
）
に
は
、
二
つ
の

5 

際
立
っ
た
形
式
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ウ
l
テ
ィ
ッ
ツ
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
な
ら
ば
、
芸
術
活
動
も
概
念
的
認
識
も
「
世
界
把
握
お
よ



6 

（

5
）
 

び
世
界
生
産
の
等
し
く
正
当
な
二
つ
の
形
式
」
な
の
で
あ
っ
て
、
双
方
と
も
掛
け
替
え
の
な
い
も
の
、

一
方
が
他
方
を
代
行
で
き
な
い

独
自
な
も
の
で
あ
る
。
概
念
的
認
識
ば
か
り
が
世
界
を
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
反
省
す
る
に
は
、
概
念
的
認
識
を
構
成
す
る

言
葉
そ
の
も
の
が
す
で
に
現
実
意
識
内
の
視
覚
表
象
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
事
実
を
想
い
起
こ
せ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
言
語
が
構
成
す
る

概
念
的
認
識
は
、
現
実
の
あ
る
側
面
を
捕
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
表
現
活
動

1
認
識
の
端
初
に
は
、

感
性
的
な
現
象
世
界
が
存
在
し
、
そ
れ
は
・
お
よ
そ
人
間
の
精
神
的
過
程
の
唯
一
の
出
発
点
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
感
性
的

現
象
の
世
界
は
、
精
神
的
操
作
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
存
在
に
・
お
い
て
思
考
と
結
び
つ
い
た
世
界
よ
り
も
明
ら
か
に
優
越
し
て
い
る
」

（戸

ω－N
H
m
）
と
フ
ィ
ー
ド
ラ

i
は
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
精
神
的
本
質
は
、
理
性
に
基
づ
く
分
析
的
な
概
念
的
認
識
の
発
展
に
の

み
顕
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
広
い
意
味
で
の
表
現
活
動
の
創
造
性
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
、
芸
術
活
動
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
過
程
は
す
べ
て
「
混
乱
か
ら
明
瞭
性
へ
、
内
的
過
程
の
不
明
確
さ
か
ら
外
的
表
現
の
明
確
さ
へ
の
進
展
」

（円・∞－

Sω
）
を
意
味
し
て
い
る
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
活
動
と
概
念
的
認
識
は
、
混
沌
と
し
た
現
実
意
識
内
部
の
表
象
を
、
外

部
に
明
確
な
形
と
し
て
創
造
し
、
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
精
神
の
本
質
的
過
程
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
は
決
定
的
に
異
な
っ
た
側
面
を
持
つ
。
両
者
と
も
広
い
意
味
に
お
け
る
認
識
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
表
現
活
動

と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
何
も
の
か
を
外
部
に
作
り
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
芸
術
活
動
の
場
合
、
不
明
瞭
な
視
覚
表
象
を
発
展
さ
せ

る
た
め
に
は
、
手
と
い
う
身
体
の
関
与
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
概
念
的
認
識
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
両
者
の
表
現
の
過
程
が
異
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
獲
得
さ
れ
た
現
実
の
様
相
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
フ
ィ
ー
ド
ラ

i
の
言
葉
を
想
い
返
し
て
み
る
な
ら

ぱ、

J
c
ら
に
発
展
す
れ
ば
芸
術
活
動
と
呼
べ
る
よ
う
な
活
動
が
分
離
し
始
め
る
点
」
と
は
、
ま
さ
に
手
の
身
体
的
活
動
が
始
ま
る
点
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
眼
の
内
的
過
程
に
お
い
て
は
、
視
覚
表
象
が
た
や
す
く
言
語
形
式
に
揚
め
取
ら
れ
る
事
実
を
フ
ィ
ー
ド



ラ
ー
は
認
め
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
表
現
活
動
と
呼
べ
る
の
は
、
外
部
か
ら
も
知
覚
で
き
る
よ
う
な
活
動
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
芸
術
活

動
に
お
い
て
は
手
の
働
き
に
よ
る
以
外
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
導
き
出
し
た
芸
術
の
本
町
と
は
、
概
念
的
認
識
の
領
域
と
は
別
な
領
域
、
す
な
わ
ち
感
性

の
領
域
に
お
け
る
現
実
把
握
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
直
観
的
認
識
で
あ
り
、
こ
の
認
識
は
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
表
現
の
能
力
に
そ
の
可

能
性
を
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
芸
術
の
自
律
性
は
確
立
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

義意

前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
芸
術
の
本
質
規
定
か
ら
は
当
然
、
芸
術
の
意
義
の
問
題
が
必
然
的
に
生
ビ
て
く
る
こ
と
を
フ
ィ
ー
ド
ラ
l

（

6
）
 

は
認
め
つ
つ
も
、
『
芸
術
活
動
の
根
源
に
つ
い
て
』
の
中
で
は
言
明
を
避
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
芸
術
の
本
質
規
定

の術

を
求
め
て
ゆ
く
彼
の
思
索
の
中
に
は
、
芸
術
の
意
義
の
問
題
に
触
れ
る
言
葉
が
散
見
し
て
い
る
。

昔
冨

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
聞
は
知
的
・
倫
理
的
・
・
お
よ
び
美
的
な
完
全
性
に
向
っ
て
、
絶
え
ず
前
進
し
て
い

る
と
わ
れ
わ
れ
は
仮
定
で
き
る
と
考
え
て
い
る
」
。
（
戸

ω・
8
5
し
か
し
こ
の
よ
う
な
人
間
の
進
歩
に
と
っ
て
は
、
芸
術
は
何
の
意
義
も

持
ち
得
な
い
が
、
造
形
活
動
に
よ
っ
て
生
き
生
き
と
し
た
意
識
を
表
わ
す
ご
と
が
で
き
た
と
き
、
そ
こ
で
は
「
人
間
精
神
は
、
最
高
の

瞬
間
を
体
験
す
る
」
。
（
同
・

ω・
8
3

芸
術
は
も
は
や
人
聞
に
と
っ
て
有
意
義
な
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
思
想
的
内
容
、
倫
理
的
、
美
的
内
容
に
還
元
さ
れ
て
、
そ
の
意
義

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
芸
術
活
動
そ
の
も
の
に
こ
そ
、
人
間
の
精
神
に
対
す
る
深
い
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

7 

で
は
一
体
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
！
の
考
え
て
い
た
芸
術
活
動
の
意
義
と
は
知
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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前
節
で
は
、
芸
術
活
動
が
直
観
的
認
識
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
た
。
芸
術
活
動
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
可
視
的
現
実
を
産
出
・
獲

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
芸
術
活
動
の
意
義
は
、
直
観
的
に
現
実
を
認
識
し
つ
つ
、
現
実
の
可
視
的
側
面
を
捉
え
て
ゆ

く
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

た
と
え
ひ
と
つ
の
認
識
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
認
識
の

成
果
が
そ
の
ま
ま
意
味
を
持
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
芸
術
論
か
ら
す
れ
ば
、
現

実
は
表
現
活
動
そ
の
も
の
の
中
に
の
み
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
の
意
義
は
そ
の
所
産
と
し
て
の
成
果
に
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
認
識
そ
の
も
の
、

つ
ま
り
表
現
活
動
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
表
現
活
動
そ
の
も
の

の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
人
間
精
神
に
本
質
的
に
関
わ
る
何
か
が
生
起
し
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
見
と
ど
け
る
た
め
に
、

再
び
「
見
る
こ
と
自
体
の
た
め
に
見
る
こ
と
」
の
意
識
状
態
を
考
察
す
る
。

さ
て
、
現
実
の
眼
に
見
え
る
側
面
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
時
に
、
我
々
が
向
い
合
う
の
は
刻
刻
の
瞬
間
に
産
出
さ
れ
て
い
る
た
え
ま
な

い
生
成
で
あ
る
。
現
実
が
内
的
過
程
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
そ
の
現
実
は
未
発
展
の
表
象
と
し
て
瞬
時
の
う
ち
に
消
滅
す

る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
刻
刻
の
瞬
間
に
無
と
直
面
し
て
い
る
」

2
・∞－
Nωω
）
と
し
か
き
守
え
な
い
。
こ
の
視
覚
へ
の
集
中
の
状
態
で
は
、
我
々

が
視
覚
表
象
に
対
し
て
抱
く
様
々
な
関
心
（
手
で
触
れ
よ
う
と
す
る
、
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
、
等
）
が
起
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が

こ
れ
ら
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
「
極
め
て
は
っ
き
り
と
し
た
不
確
実
性
の
感
情
」
（
戸
∞
－

M
E）
を
抱
く
。
す
で

に
見
る
と
い
う
内
的
過
程
に
お
い
で
す
ら
、
日
常
的
意
識
と
異
な
る
不
確
実
性
の
感
情
を
持
っ
て
見
て
い
る
視
覚
的
現
実
の
世
界
を
、

わ
れ
わ
れ
が
勝
手
に
日
常
的
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
可
視
的
世
界
か
ら
類
推
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
明
確
に
否
定
さ
れ
う
る
。
芸
術
家

は
可
視
的
現
実
を
、
た
だ
視
覚
の
関
心
に
基
づ
い
て
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
、
こ
の
状

態
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
根
源
的
な
「
衝
動
（
叶
ユ
与
）
」
や
「
欲
求
（
∞
包
号
室
白
）
」
が
湧
き
起
こ
る
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
言
う
。
ウ



i
テ
ィ
ッ
ツ
は
こ
れ
を
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
「
人
聞
が
自
ら
自
然
か
ら
の
疎
隔
（
何
回
仲
間
巾

5
5
m）
を
克
服
し
、
わ
れ
わ
れ

（

7
）
 

が
自
然
を
捉
え
、
所
有
す
る
ま
で
に
自
然
に
ま
す
ま
す
近
づ
こ
う
と
す
る
衝
動
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的

衝
動
・
欲
求
を
覚
え
る
時
、
不
明
瞭
な
状
態
か
ら
の
覚
醒
を
可
能
な
ら
し
め
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
存
在
に
、
芸
術
家
自
身
驚
き

を
覚
え
て
、
自
分
に
備
わ
っ
た
そ
の
能
力
を
初
め
て
行
使
し
て
ゆ
く
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
衝
動
・
欲
求
と
は
、
手
の
身
体
的
活
動
ヘ

と
表
現
活
動
が
移
行
し
て
ゆ
く
契
機
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
た
え
ま
な
い
生
成
に
向
い
合
い
、

い
わ
ば
無
と
直
面
し
て
い
る
芸
術
家
の
存
在
意
識
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で

義

あ
り
え
る
の
か
。
こ
の
場
合
、
彼
自
身
の
存
在
意
識
は
唯
一
の
定
点
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
現
活
動
に
よ
っ
て

意

初
め
て
す
べ
て
の
存
在
が
産
出
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
フ
ィ
ー
ド
ラ

i
の
芸
術
論
内
部
で
は
、
表
現
活
動
に
先
立
つ
意
識
を
認
め

の

る
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
は
た
し
て
、
彼
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
「
意
識
は
け
っ
し
て
一
般
的
な
状
態
と
し
て
は
存
在

体1

せ
ず
、
常
に
た
だ
特
定
の
活
動
と
し
て
の
み
存
在
す
る
」
。
（
戸
∞
－
N
C
日
）
あ
る
い
は
ま
た
、
見
る
こ
と
に
の
み
集
中
す
る
時
、
「
個
人
と

吉
宮

し
て
の
人
聞
は
消
え
、
た
だ
人
聞
は
す
べ
て
の
存
在
物
全
体
と
同
様
に
、
表
現
と
し
て
の
み
存
在
す
る
」
（
同
・

ω－
N
E）
と
も
フ
ィ
ー
ド

ラ
ー
は
説
明
し
て
い
る
。
結
局
、
人
聞
は
表
現
と
い
う
過
程
の
中
に
し
か
、
真
の
意
味
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

表
現
活
動
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
不
変
の
意
識
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
可
視
的
現
実
の
産
出
過
程
に
お
い
て
、
芸
術
家
の

存
在
意
識
も
明
瞭
化
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
表
現
活
動
を
ひ
き
お
こ
す
本
質
的
契
機
と
し
て
の
衝
動
は
、

「
入
閣
が
そ
の
中
に
い
る
世
界
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
衝
動
で
あ
り
、
狭
く
貧
弱
な
混
乱
し
た
存
在
意
識
を
：
：
：
積
極
的
に
明
瞭

さ
へ
、
豊
か
さ
へ
と
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
衝
動
で
あ
る
」
0
2・∞・
ω旨）

9 

芸
術
活
動
の
過
程
の
中
で
生
起
し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
可
視
的
現
実
の
生
産
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
表
現
活
動
に
よ
っ
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て
の
み
達
成
で
き
る
自
己
の
存
在
意
識
の
明
瞭
化
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
契
機
は
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
表
現
活
動
に

先
立
っ
て
存
在
す
る
意
識
が
認
め
ら
れ
ぬ
以
上
、
こ
の
意
識
が
明
瞭
化
さ
れ
た
時
こ
そ
現
実
の
獲
得
が
認
め
ら
れ
る
瞬
間
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
洞
察
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
芸
術
家
が
「
苦
労
の
多
い
素
材
の
加
工
」
（
円
・
∞
・

2
∞
）
に
向
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
真
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
眼
の
内
的
過
程
に
お
い
て
、
無
と
直
面
し
て
い
る
我
々
を
襲
う
も
の
は
、
視
覚
表
象
を
他
の
表
象
へ
と

移
し
換
え
よ
う
と
す
る
様
々
な
関
心
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ひ
と
た
び
予
の
外
的
な
身
体
的
活
動
が
開
始
さ
れ
る
や
い
な
や
、
「
そ
の
活

動
に
お
い
て
の
み
事
物
の
可
視
性
に
対
す
る
関
心
が
分
立
さ
れ
る
」
（
戸

ω・
日
∞
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
活
動
を
通
ビ
て

の
み
、
自
己
の
存
在
意
識
が
明
瞭
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
一
葉
材
の
加
工
に
よ
っ
て
現
実
把
握
を
行
な
う
他
な
い
芸
術

活
動
の
本
質
と
と
も
に
、
自
己
の
存
在
意
識
が
明
瞭
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
（
素
材
）
に
頼
る
他
は
な
い
事
実
も

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
、
認
識
の
成
果
と
し
て
の
産
出
物
を
、

わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
外
に
確
定
さ
れ
た
意
味
を
持
た
せ
て
措
定
す
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
明
瞭
さ
ヘ
到
達
し
た
意
識
さ
え
成
果
と
し
て
、
意
味
を
保
っ
た
ま
ま
我
々
に
対

し
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
個
々
の
人
間
が
明
瞭
な
意
識
に
高
ま
る
に
し
て
も
、
落
ち
着
い
て
そ
れ
を
楽
し
め
る
よ
う
な
持
続

的
所
有
物
は
、
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
保
た
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
す
べ
て
の
意
識
は
、
そ
れ
が
成
立
し
た
瞬
間
に
沈
み

ゆ
き
、
新
た
な
意
識
に
場
を
空
け
る
の
で
あ
る
」
0
2・∞－

E
）
こ
の
こ
と
は
、

一
般
的
な
意
識
が
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
か
ら
も
首

肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
芸
術
活
動
そ
の
も
の
の
緊
張
的
態
度
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

無
に
直
面
し
た
芸
術
家
が
、
芸
術
活
動
に
・
お
い
て
明
瞭
化
さ
せ
た
自
己
の
存
在
意
識
。
そ
れ
は
そ
の
成
立
と
同
時
に
消
え
失
せ
て
し
ま



ぅ
。
ー
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
芸
術
活
動
は
無
限
に
続
く
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
度
到
達
し
た
明
瞭
な
意
識
が
、
再
び
も
ど
っ
て
く

る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
存
在
意
識
の
明
瞭
化
は
、
素
材
を
形
づ
く
る
と
い
う
表
現
活
動
そ
の
も
の
の

制
約
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
一
の
素
材
を
同
一
の
条
件
で
再
び
同
一
の
形
に
表
現
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
不
可
能
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
芸
術
表
現
活
動
は
そ
の
過
程
の
一
回
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
芸
術
の
精
神
的
意
義
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
表
現
活
動
そ
の
も
の
の
中
で
、
自
己
の
存
在
意
識
を
初
め
て
明
瞭
化
す

る
出
来
事
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
の
意
義
は
、
も
は
や
美
や
善
か
ら
求
め
ら
れ
ず
、
思
想
的
内
容
の
表
現
と
い
う
こ
と
か
ら

義

も
求
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
「
表
現
と
し
て
の
み
存
在
す
る
L

人
間
が
、
寸
た
え
ま
な
い
生
成
と
消
滅
の
無
限
の
過
程
」
か
ら
自
己
の
精
神

意

的
存
在
を
確
認
し
て
ゆ
く
と
い
う
運
動
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
実
存
す
る
芸
術
家
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の

の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
一
瞬
の
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
芸
術
家
は
あ
の
「
最
高
の
瞬
間
」
を
追
い
求
め
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

｛荷

表
現
活
動
に
お
け
る
自
己
の
存
在
意
識
の
明
瞭
化
。
｜
｜
確
か
に
言
語
活
動
も
表
現
活
動
の
ひ
と
つ
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
身
体
性

官
一
品

が
関
与
す
る
芸
術
活
動
と
、
そ
う
で
な
い
言
語
活
動
と
の
聞
に
は
決
定
的
な
差
異
が
存
在
し
、
過
程
そ
の
も
の
が
全
く
異
質
な
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
、
芸
術
活
動
の
持
つ
精
神
的
意
義
は
、
独
自
な
も
の
と
し
て
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
美
に
仕
え
る
こ
と
、
美
を
求
め
る
こ
と
、
美
へ
と
向
っ
て
努
力
す
る
こ
と
は
確
か
に
崇
高
に
ひ
び
く
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
そ
れ
は

生
活
を
愉
快
に
す
る
こ
と
以
外
の
何
事
も
め
ざ
さ
ぬ
よ
う
な
、
人
間
の
低
次
の
衝
動
を
越
え
て
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
善
と
美
は
結

11 

局
、
役
立
つ
も
の
と
快
適
な
も
の
へ
と
還
元
さ
れ
る
」
（
ロ
・
∞
・
＝
）
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
述
べ
た
。
彼
に
と
っ
て
芸
術
は
「
人
間
の
低
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次
の
衝
動
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
入
閣
の
精
神
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

芸
術
の
本
質
は
作
品
の
効
果
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
活
動
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
視
覚
形
式
に
結
び
つ
け
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
客
観
的
妥
当
性
を
確
保
し
た
。
こ
の
芸
術
の
本
質
規
定
に
よ
っ
て
、
芸
術
は
真
の
自
律
性
を
獲
得
し
、
先

に
述
べ
た
知
く
、

セ
ザ
ン
ヌ
・
ク
レ

l
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
i
等
に
よ
る
近
代
芸
術
に
フ
ィ
ー
ド
ラ

i
の
芸
術
論
は
結
び
つ
い
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
芸
術
の
本
質
が
た
だ
芸
術
活
動
そ
の
も
の
の
過
程
に
の
み
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
は
こ
の
活
動
の
単
な

る
痕
跡
に
す
ぎ
な
い
「
死
せ
る
所
有
物
言

z
z
g
z
回

2
5）L
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
の
死
せ
る
所
有
物
に
生
命
を
与
え

ょ
う
と
す
る
な
ら
、
「
芸
術
制
作
の
生
き
生
き
と
し
た
過
程
に
身
を
置
き
移
す
こ
と
」
（
戸

ω・ω
。
吋
）
に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
「
芸
術

的
な
産
物
を
め
ぐ
っ
て
」
（
戸
∞
・

8
3、
芸
術
活
動
を
「
共
体
験
（
冨
伊
丹
市
ユ
与

g）
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
可
能
で
あ
る
と
フ
ィ

l

ド
ラ
l
は
言
う
。
も
と
よ
り
彼
は
、
芸
術
活
動
が
そ
れ
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
何
か
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
「
内
容
」
を
見
る
こ
と
に
囚
わ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
要
求
す
る
の
は
、
芸
術
活
動
そ

の
も
の
の
内
部
に
お
け
る
意
識
の
発
展
を
み
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
フ
ィ
ー
ド
ラ

i
は
結
局
、
芸
術
家
の
到
達
し
た
あ
の
明
瞭
な
意
識
に
わ
れ
わ
れ
非
芸
術
家
は
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
。

「
芸
術
が
普
遍
的
に
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
は
じ
め
か
ら
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
ま
な
ざ
し

の
前
に
聞
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
人
間
活
動
の
こ
の
領
域
は
、
実
際
は
大
部
分
の
人
聞
に
と
っ
て
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
」
0
2・∞・

8
ど
だ
が
わ
れ
わ
れ
が
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
芸
術
ゆ
動
の
意
義
、
す
な
わ
ち
人
間
精
神
の
本
質
的
な
出

来
事
は
、
た
だ
芸
術
家
に
固
有
の
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
作
品
体
験
の
側
か
ら
、
芸
術
活
動
の
精



神
的
意
義
を
知
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
を
理
解
し
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
非
芸
術
家
に

と
っ
て
も
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
芸
術
の
意
義
を
徹
底
し
て
問
う
た
め
に
、
芸
術

作
品
の
理
解
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ

i
の
芸
術
論
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
作
品
に
は
「
死
せ
る
所
有
物
」
と
い
う
意
味
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

結
局
、
そ
こ
に
は
表
現
と
し
て
の
自
己
が
存
在
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
安
易
に
芸
術
の
本
質
と
意
義
を
作
品

（

8
）
 

の
効
果
か
ら
求
め
よ
う
と
し
た
フ
ィ
ー
ド
ラ
！
と
同
時
代
の
大
衆
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
徹
底
し
た

義

意
識
一
元
論
の
立
場
か
ら
芸
術
の
本
質
と
意
義
を
芸
術
活
動
の
意
識
過
程
に
の
み
認
め
る
限
り
、
作
品
の
理
解
の
可
能
性
を
問
う
た
め

意

の
道
は
閲
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
表
現
過
程
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
存
在
意
識
の
明
瞭
化
が
、
自
己
な
ら

の

ざ
る
も
の
（
素
材
）
に
頼
る
他
は
な
か
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

術

芸
術
の
意
義
を
問
う
こ
と
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
芸
術
の
本
質
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
意
義
を
問
う
た
め
に
は
、
問
わ

士
宮

れ
て
い
る
対
象
の
本
質
を
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
芸
術
論
は
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
本
質
論
で
あ
り
、
そ
れ
に

基
づ
け
て
、
わ
れ
わ
れ
は
芸
術
の
意
義
を
芸
術
活
動
に
お
け
る
生
々
流
転
の
過
程
か
ら
「
自
己
を
救
い
出
す
こ
と
（
巴
n
r
z
＝g
）
」
｜
｜

す
な
わ
ち
自
己
確
保
に
あ
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
芸
術
の
意
義
を
よ
り
積
極
的
に
考
察
す
る

た
め
に
、
表
現
活
動
と
芸
術
作
品
の
理
解
を
合
わ
せ
考
え
て
ゆ
く
解
釈
学
的
視
野
の
も
と
で
、
芸
術
の
意
義
を
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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