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芸
術
家
擁
護
の
現
行
法

「
芸
術
」
と
「
法
律
」
と
は
そ
ん
な
に
縁
の
遠
い
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ

と
を
、
私
は
近
頃
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の

接
近
が
、
ど
う
か
す
る
と
、
一
国
の
精
神
文
化
の
水
準
を
示
し
て
ゐ
る
の
で

は
な
い
か
と
さ
へ
思
は
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
決
し
て
、
芸
術
家
に
も
法
律
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
か
、
法
律

家
も
芸
術
に
対
す
る
ひ
と
通
り
の
鑑
賞
眼
を
具
へ
て
ゐ
て
も
よ
か
ら
う
と
か

い
ふ
や
う
な
問
題
で
は
な
く
、
一
国
一
時
代
の
民
族
的
活
動
が
、
芸
術
な
る

部
門
に
於
い
て
如
何
に
組
織
化
さ
れ
、
合
理
化
さ
れ
て
ゐ
る
か
に
あ
る
の
だ
。
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こ
こ
で
法
律
と
い
ふ
言
葉
は
、
無
論
、
政
治
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の
と
解
し
て

欲
し
い
。

　
さ
し
づ
め
、
具
体
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
国
民
の
芸
術
教
育
に
関
す
る
施

設
、
一
般
芸
術
的
事
業
に
対
す
る
国
費
の
割
当
、
検
閲
制
度
、
著
作
及
び
出

版
、
興
行
に
関
す
る
法
規
並
に
そ
の
運
用
等
に
現
は
れ
た
国
家
の
意
志
と
そ

の
動
向
が
、
理
想
主
義
的
で
あ
る
と
、
ま
た
現
実
主
義
的
で
あ
る
と
を
問
は

ず
、
一
個
の
文
化
表
象
と
し
て
、
国
際
的
矜
恃
を
示
す
に
足
る
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
事
実
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
と
思
ふ
。

　
わ
が
国
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
る
と
、
早
く
か
ら
、
美
術
と
音
楽
に
限
つ
て
、

官
立
の
学
校
も
あ
り
、
官
営
官
選
の
奨
励
機
関
な
ど
備
は
つ
て
、
こ
れ
だ
け

は
ほ
ぼ
近
代
国
家
と
し
て
の
面
目
を
保
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
文
芸
殊
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に
演
劇
に
関
し
て
は
、
大
学
に
お
け
る
若
干
の
「
学
問
的
研
究
」
を
除
い
て

は
、
国
民
の
創
造
的
欲
求
乃
至
努
力
に
対
し
て
、
ま
だ
何
等
国
家
的
イ
ン
テ

レ
ス
ト
を
示
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
（
先
年
文
楽
座
に
対
し
若
干
の
補
助

金
を
だ
す
こ
と
に
な
つ
た
ぐ
ら
ゐ
の
も
の
で
あ
る
）

　
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
今
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
芸
術
家
を

含
む
一
般
「
著
作
者
」
な
る
も
の
の
権
利
擁
護
に
関
す
る
現
行
法
律
が
、
昭

和
六
年
の
改
正
後
、
や
や
必
要
な
補
足
を
見
た
と
は
い
ふ
も
の
の
、
ま
だ
、

そ
の
条
文
の
用
語
が
甚
だ
「
原
始
的
」
で
あ
る
た
め
に
根
本
の
精
神
に
対
し

て
さ
へ
、
法
律
的
疑
義
を
生
じ
る
と
い
ふ
不
都
合
が
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
で

あ
る
。

　
も
つ
と
も
重
要
な
一
例
と
し
て
、
著
作
権
法
の
第
一
条
を
挙
げ
る
。
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文
書
演
述
図
画
建
築
彫
刻
模
型
写
真
演
奏
歌
唱
其
の
他
文
芸
学
術
若

く
は
美
術
（
音
楽
を
含
む
以
下
之
に
同
じ
）
の
範
囲
に
属
す
る
著
作
物
の
著

作
者
は
其
の
著
作
物
を
複
製
す
る
の
権
利
を
専
有
す

　
以
上
の
文
句
で
、
「
文
書
」
う
ん
ぬ
ん
か
ら
「
歌
唱
」
に
至
る
一
般
著
作

物
の
分
類
は
、
今
日
か
ら
み
て
、
な
ん
と
し
て
も
時
代
離
れ
が
し
て
ゐ
る
の

み
な
ら
ず
、
「
演
述
」
と
は
何
を
指
す
か
と
い
ふ
と
、
「
浪
花
節
な
ど
」
を

指
す
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
実
に
法
律
の
尊
厳
に
も
拘
は

る
話
だ
。

　
さ
う
な
る
と
、
疑
問
は
い
く
ら
で
も
起
つ
て
く
る
。
一
昨
々
年
、
貴
族
院

に
お
け
る
本
法
改
正
案
の
特
別
委
員
会
で
、
三
島
通
陽
子
爵
が
政
府
委
員
に

質
問
を
し
て
を
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
答
は
ど
う
も
腑
に
落
ち
な
い
も
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の
が
多
い
。
例
へ
ば
、
舞
台
装
置
の
著
作
権
は
、
そ
の
範
囲
が
具
体
的
の
場

合
で
な
い
と
決
定
が
困
難
だ
と
い
ふ
の
は
よ
ろ
し
い
と
し
て
、
舞
台
監
督
の

台
帳
即
ち
演
出
者
の
「
フ
ッ
ト
ノ
オ
ト
」
の
如
き
も
の
は
今
度
の
改
正
案
中

に
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
や
う
だ
が
、
将
来
は
著
作
物
と
し
て
保
護
を
受
け
る
や

う
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
質
問
に
対
し
、
「
た
だ
今
の
お
話
の
問
題
も
こ

の
現
行
法
の
第
一
条
文
芸
学
術
若
く
は
美
術
の
範
囲
に
属
す
る
著
作
物
の
著

作
者
と
申
し
ま
し
て
も
、
非
常
に
漠
然
と
広
い
範
囲
で
規
定
い
た
し
て
を
り

ま
す
の
で
、
保
護
の
著
作
物
な
り
や
否
や
と
申
し
ま
す
こ
と
は
、
こ
の
言
葉

の
解
釈
に
入
る
訳
で
あ
り
ま
す
」
か
ら
「
抽
象
的
に
は
決
め
兼
ね
る
か
と
思

ひ
ま
す
」
と
い
ふ
の
は
甚
だ
要
領
を
得
ぬ
。

　
更
に
同
じ
く
三
島
氏
の
「
舞
踊
譜
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
当
局
は
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「
…
…
脚
本
で
あ
り
ま
せ
ぬ
、
唯
舞
踊
の
手
振
り
と
い
ふ
実
際
の
実
演
芸
術

に
付
て
は
ま
だ
保
護
が
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
う
ん
ぬ
ん
」
と
答
へ
て
ゐ
る
の
は
、

音
楽
の
演
奏
を
認
め
る
以
上
明
か
な
自
家
撞
着
で
、
映
画
の
記
録
的
役
割
を

も
無
視
し
た
雑
駁
な
解
釈
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
な
ぜ
か
う
い
ふ
問
答
が
行
は
れ
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
の
よ
つ
て
来
る
と
こ

ろ
は
、
同
じ
く
貴
族
院
議
員
水
野
錬
太
郎
氏
の
次
の
演
説
で
わ
か
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
著
作
権
法
第
一
条
の
字
句

　
水
野
氏
は
政
府
提
出
の
著
作
権
法
中
改
正
法
律
案
の
修
正
案
を
提
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
演
説
の
一
部
を
示
せ
ば
、
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ま
づ
第
一
に
第
一
条
の
第
一
項
中
に
『
文
芸
学
術
若
く
は
美
術
の
範
囲
』

と
い
ふ
字
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
美
術
と
い
ふ
字
の
下
に
カ
ッ
コ
を
し
て
そ

の
下
に
『
音
楽
を
含
む
以
下
こ
れ
に
同
じ
』
斯
う
い
ふ
修
正
で
あ
り
ま
す
。

其
理
由
は
音
楽
の
著
作
者
は
ど
こ
に
入
る
の
で
あ
る
か
、
音
楽
著
作
物
は
世

間
に
段
々
出
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
著
作
権
法
の
中
に
明
か
に
な
つ

て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
果
し
て
保
護
を
受
く
べ
き
著
作
物
の
中
に
入
る

の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
疑
を
持
つ
者
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
中
略
）
従
来
は
こ
の
音
楽
著
作
物
と
い
ふ
も
の
は
美
術
著
作
物
の
中
に
入

る
と
い
ふ
解
釈
に
な
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
又
条
約
に
お
い
て
も
さ
う

い
ふ
や
う
な
意
味
に
な
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

極
く
厳
格
に
解
釈
を
致
し
ま
す
れ
ば
、
現
行
法
の
美
術
著
作
物
の
中
に
入
る
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と
申
し
て
差
支
な
い
。
然
し
な
が
ら
さ
う
い
ふ
疑
義
が
あ
り
ま
す
以
上
は
、

こ
れ
を
明
か
に
し
て
置
く
と
い
ふ
こ
と
は
法
律
を
制
定
す
る
上
に
必
要
で
あ

り
ま
す
か
ら
…
…
（
後
略
）

　
因
に
水
野
氏
は
ベ
ル
ヌ
条
約
に
わ
が
代
表
と
し
て
出
席
さ
れ
、
日
本
に
お

け
る
著
作
権
法
の
起
草
者
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
道
の
権
威
で
あ
る
こ
と
は
い

ふ
ま
で
も
な
い
。

　
そ
こ
で
、
右
の
や
う
な
経
過
に
徴
し
て
も
、
こ
の
第
一
条
は
可
な
り
法
律

家
の
頭
を
悩
ま
し
、
ま
た
今
後
も
悩
ま
す
で
あ
ら
う
こ
と
は
明
か
で
あ
つ
て
、

一
切
の
新
規
な
問
題
は
、
こ
の
一
項
の
解
釈
如
何
に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
と

も
い
へ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
演
劇
や
音
楽
の
問
題
が
、
一
国
の
最
高
知
識
を
集
め
た
議
場
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で
、
か
く
の
如
く
面
倒
な
結
果
に
な
る
と
い
ふ
の
は
、
世
の
中
が
日
に
日
に

進
む
か
ら
で
も
な
く
、
ま
た
当
局
の
立
法
技
術
に
欠
陥
が
あ
る
か
ら
だ
と
も

い
へ
な
い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
文
化
的
教
養
が
、
そ
の
質
と
範
囲

に
於
い
て
、
各
種
の
社
会
部
門
を
通
じ
、
極
端
に
分
裂
し
、
対
立
し
、
食
ひ

違
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
と
思
ふ
。

　
例
へ
ば
、
同
じ
知
識
階
級
の
中
で
も
、
職
業
や
専
門
が
違
ふ
と
、
一
般
生

活
事
象
に
対
す
る
認
識
批
判
は
も
ち
ろ
ん
、
日
常
用
語
の
な
か
に
含
ま
れ
る

「
言
語
的
感
覚
」
に
至
る
ま
で
、
し
ば
し
ば
不
思
議
な
く
ら
ゐ
疎
通
を
欠
い

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
本
理
由
は
、
過
渡
期
の
目
前
主
義
を
反
映
す
る

国
民
教
育
と
政
治
的
理
想
の
変
則
的
状
態
に
存
す
る
と
み
る
よ
り
外
な
く
、

こ
こ
に
も
ま
た
、
日
本
現
代
文
明
の
傾
向
が
暴
露
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ふ
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
い
づ
れ
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
た
い
と
思
ふ
が
、

今
試
み
に
、
わ
が
著
作
権
法
の
種
本
た
る
ベ
ル
ヌ
条
約
の
第
一
条
か
ら
、
以

上
問
題
と
な
つ
た
「
文
芸
学
術
若
ハ
美
術
ノ
範
囲
ニ
属
ス
ル
著
作
物
」
と
い

ふ
文
句
に
相
当
す
る
原
文
を
拾
つ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
、
疑
ひ
も
な
く
「

〔oeuvres litte'raires
〕, scientifiques et artistiques

」
で
あ
つ
て
、
こ
の

最
後
の artistiques 
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
翻
訳
す
る
際
、
こ
れ
に
「
美
術
の
」

と
い
ふ
日
本
語
を
当
て
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
日
、
面
倒
な
問
題
を
惹
起

す
る
た
だ
一
つ
の
原
因
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
な
ぜ
な
ら
、
明
治
三
十
二
年
頃
の
日
本
語
に
は
、
或
は
、
他
に
適
当
な
訳

語
が
な
か
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
現
在
の
日
本
語
で
は
、
こ
の
場
合 artisti

que 

を
「
芸
術
ノ
」
と
訳
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
常
識
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
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で
あ
る
。
従
つ
て
、
こ
の
条
文
を
「
文
芸
学
術
若
ハ
芸
術
ノ
範
囲
」
と
す
る

か
、
或
は
寧
ろ
、
「
文
学
科
学
若
ハ
芸
術
ノ
範
囲
」
と
す
れ
ば
、
美
術
（
音

楽
ヲ
含
ム
以
下
コ
レ
ニ
同
ジ
）
な
ど
と
い
ち
い
ち
し
な
く
て
も
、
「
芸
術
」

な
ら
、
誰
が
考
へ
て
も
、
美
術
は
固
よ
り
、
音
楽
も
含
め
ば
演
劇
も
含
み
、

そ
の
他
一
切
の
進
化
途
上
に
あ
る
美
的
創
造
物
を
含
み
得
る
わ
け
で
あ
つ
て
、

条
文
の
解
釈
上
、
原
則
的
な
疑
義
を
生
じ
る
恐
れ
は
ま
づ
な
い
と
思
ふ
。

　
法
律
文
の
誤
訳
指
摘
を
し
て
ゐ
る
や
う
で
、
い
さ
さ
か
気
が
さ
す
が
、
実

は
こ
ん
な
単
純
な
「
見
落
し
」
を
、
却
つ
て
専
門
の
法
律
家
な
る
が
故
に
発

見
し
得
ず
、
そ
の
た
め
に
個
々
の
問
題
の
適
用
に
当
り
、
法
の
精
神
を
逸
し

て
、
条
文
解
釈
上
の
昏
迷
を
来
た
し
て
ゐ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
一
日
も
早
く

字
句
の
改
正
を
し
て
欲
し
い
。
或
は
ま
た
「
芸
術
」
と
い
ふ
言
葉
に
対
す
る
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不
安
、
つ
ま
り
「
語
義
」
乃
至
「
語
感
」
の
不
徹
底
が
、
こ
の
改
正
を
躊
躇

さ
せ
る
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
帝
国
大
学
あ
た
り
の
専
門
家
に

質
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

　
　
　
　
　
俳
優
演
技
の
著
作
権

　
最
近
ち
よ
つ
と
問
題
に
な
り
か
け
た
い
は
ゆ
る
「
演
出
者
」
の
著
作
権
の

如
き
は
、
三
島
通
陽
氏
の
貴
族
院
に
於
け
る
質
問
通
り
、
現
行
の
法
文
に
照

す
と
、
や
や
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
い
や
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
が
「
芸
術
的
」

創
作
物
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
以
上
、
精
神
に
於
い
て
、
当
然
、
本
法
の
保
護

を
受
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
現
に
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
、
法
廷
記
録
と
し
て
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「
演
出
」
（
〔m

ise en sce`ne

〕
）
に
関
す
る
幾
多
の
判
例
を
も
つ
て
ゐ
る

や
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
三
島
氏
の
舞
台
装
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
当
局
は
明
確

な
返
答
が
で
き
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
す
る
と
、
本
法
最
初
の
起
草
者

た
る
水
野
錬
太
郎
氏
が
、
該
質
問
を
補
足
し
、
「
パ
ノ
ラ
マ
」
の
如
き
は
如

何
と
追
究
を
試
み
て
を
ら
れ
る
。
す
る
と
、
政
府
委
員
は
『
「
パ
ノ
ラ
マ
」

ノ
ヤ
ウ
ナ
一
ツ
ノ
纏
ツ
タ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
レ
バ
、
是
ハ
疑
ナ
ク
著
作
物
ト

認
メ
ラ
レ
ル
カ
ト
思
フ
』
と
答
へ
て
ゐ
る
。
私
は
そ
の
速
記
録
を
読
ん
で
、

現
在
、
著
作
物
と
し
て
法
律
的
に
保
護
せ
ら
る
べ
き
「
パ
ノ
ラ
マ
」
と
は
ど

ん
な
も
の
か
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
三
十
年
前
の
著
作
権
法
解
説
に
は
好
都
合

な
一
例
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
と
、
微
笑
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
次
第
で
あ
る
。
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然
し
な
が
ら
、
「
パ
ノ
ラ
マ
」
の
著
作
権
を
認
め
る
な
ら
、
単
な
る
想
念

（
〔ide'e

〕
）
と
し
て
で
な
く
、
一
つ
の
「
形
態
」
（form

e

）
と
し
て
記

録
し
得
る
限
り
、
「
動
き
、
か
つ
し
や
べ
る
パ
ノ
ラ
マ
」
の
著
作
権
も
当
然

認
め
ら
れ
て
い
い
筈
だ
と
私
は
信
じ
、
か
つ
、
舞
台
芸
術
の
組
織
に
関
す
る

常
識
を
、
こ
の
際
、
立
法
に
携
は
る
諸
家
が
一
応
は
も
つ
て
ゐ
て
欲
し
い
も

の
だ
と
希
望
す
る
の
で
あ
る
。

　
参
考
の
た
め
に
、
現
代
演
劇
を
構
成
す
る
一
々
の
要
素
を
挙
げ
れ
ば
、

　
一
、
脚
本
（
作
者
）

　
二
、
演
出
（
演
出
家
或
は
舞
台
監
督
）

　
三
、
装
置
（
装
置
家
、
場
合
に
よ
つ
て
照
明
、
音
響
効
果
、
衣
裳
等
の
考

案
者
も
こ
れ
に
列
る
）

16演劇・法律・文化



　
四
、
演
技
（
俳
優
）

　
五
、
時
と
し
て
舞
踊
振
付
並
に
伴
奏
音
楽

　
大
体
、
以
上
の
如
き
専
門
家
の
協
力
乃
至
統
制
的
機
構
に
よ
つ
て
、
演
劇

は
、
一
個
の
「
芸
術
的
著
作
物
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
担
領
域
が
明
瞭
に
「
独
創
性
」
（
こ
の
言
葉

は
本
法
第
二
十
二
条
に
使
用
さ
れ
て
あ
る
）
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
、
一
に

専
門
家
の
鑑
定
に
ま
つ
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
そ
の
う
ち
、
俳
優
の
演
技
の
み
は
、
今
日
ま
で
著
作
物
と
見
な
す
た
め
に

困
難
な
事
情
に
あ
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
ほ
、
日
本
の
歌
舞
伎
劇
や
西
洋
の

古
典
劇
に
於
い
て
、
例
の
「
型
」
な
る
も
の
は
、
何
代
目
何
某
の
「
型
」
と

か
、
英
国
俳
優
ア
ア
　ヸ
ン
グ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
第
何
場
の
「
型
」
な
ど
と
称
へ
、
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暗
に
そ
の
「
著
作
者
」
の
人
格
権
を
認
め
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
近
代
演
劇
は
、
脚
本
作
家
と
俳
優
、
こ
の
両
者
の
協
同
以
外
に
、
演
出
家

（
〔m

etteur en sce`ne

〕
）
と
い
ふ
専
門
家
の
出
現
を
促
し
た
。
（
従
来

は
、
俳
優
中
の
座
頭
若
く
は
興
行
主
、
又
は
作
者
自
ら
舞
台
全
体
の
考
案
乃

至
統
一
指
揮
に
任
じ
て
ゐ
た
が
、
脚
本
の
進
化
及
び
演
劇
理
論
の
発
達
と
共

に
、
舞
台
効
果
を
目
指
す
特
殊
技
術
が
要
求
さ
れ
は
じ
め
た
結
果
で
あ
る
）

　
こ
の
点
、
演
劇
よ
り
も
映
画
に
於
い
て
、
い
は
ゆ
る
「
監
督
」
な
る
も
の

の
職
能
が
、
一
般
に
知
れ
わ
た
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
演
出
家
の
権
利
擁
護

18演劇・法律・文化



　
そ
こ
で
、
再
び
演
出
家
の
問
題
に
還
る
が
、
現
在
「
演
出
」
な
る
仕
事
の

領
域
は
、
ま
だ
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
、
限
定
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

言
ひ
換
へ
れ
ば
、
「
演
出
」
の
範
囲
と
い
ふ
も
の
は
「
演
出
家
」
次
第
で
、

い
ろ
い
ろ
に
変
化
す
る
。
演
出
家
が
脚
本
を
「
改
竄
」
し
、
俳
優
に
命
令
し
、

装
置
家
を
助
手
扱
ひ
に
す
る
と
い
ふ
極
端
な
「
演
出
法
」
も
あ
り
、
ま
た
一

方
で
は
、
演
出
家
が
、
脚
本
の
指
定
を
墨
守
し
、
俳
優
の
註
文
に
応
じ
、
装

置
家
の
工
夫
し
た
装
置
に
従
つ
て
「
動
き
」
を
つ
け
る
と
い
ふ
消
極
的
な

「
方
法
」
さ
へ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
が
、
要
す
る
に
、
そ
の
職
能
を
原
則
的
に
示
せ
ば
、
「
先
づ
脚
本
の
解
釈

に
標
準
を
与
へ
、
そ
の
精
神
を
具
象
化
す
る
た
め
に
最
も
有
効
な
機
械
的
設

備
を
考
案
し
、
そ
の
製
作
を
監
督
す
る
一
方
、
俳
優
相
互
の
有
機
的
関
係
を
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誘
導
規
整
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
舞
台
全
体
の
統
一
調
和
を
計
る
」
に
あ
る
の

で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
〔M

ise en sce`ne

〕 

な
る
語
は
、
し
ば
し
ば
、
「
舞

台
装
置
」
な
る
狭
義
の
意
に
解
さ
れ
る
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
装
置
の
考

案
が
、
「
演
出
」
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
場
合
に
限
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。

　
然
し
な
が
ら
、
現
在
、
日
本
の
商
業
劇
場
に
於
い
て
も
、
興
行
政
策
と
し

て
舞
台
監
督
（
演
出
者
）
の
名
を
、
作
者
の
そ
れ
と
並
べ
て
出
し
、
装
置
家

の
名
も
挙
げ
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
で
、
あ
る
舞
台
が
甲
の
「
演
出
」
で
あ
る
と
い

ふ
こ
と
は
、
乙
の
「
演
出
」
と
異
る
何
物
か
を
予
想
さ
せ
、
ま
た
、
事
実
、

さ
う
い
ふ
結
果
を
示
す
と
考
へ
て
差
支
な
い
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
地
位
を

占
め
る
以
上
、
当
然
、
演
出
家
は
そ
の
「
演
出
」
の
「
独
創
性
」
に
よ
つ
て
、
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完
全
に
著
作
権
法
の
保
護
を
受
け
、
如
何
な
る
契
約
に
よ
る
に
も
せ
よ
、
少

く
と
も
そ
の
人
格
権
は
飽
く
ま
で
も
こ
れ
を
主
張
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
、

私
は
信
じ
る
。

　
即
ち
興
行
者
が
、
某
演
出
家
に
あ
る
脚
本
の
演
出
を
依
頼
し
た
場
合
、
雇

傭
関
係
に
よ
つ
て
そ
の
興
行
権
を
興
行
者
が
所
有
す
る
と
否
と
に
拘
は
ら
ず
、

そ
の
興
行
者
は
、
以
後
に
於
け
る
同
一
脚
本
の
同
一
上
演
に
当
り
、
該
演
出

家
の
許
可
を
得
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
、
「
ソ
ノ
同
意
ナ
ク
シ
テ
」
当
人
の
氏
名

を
「
隠
匿
す
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
況
ん
や
、
多
少
の
「
改
竄
」

を
加
へ
て
、
他
人
の
名
義
と
す
る
な
ど
は
、
立
派
に
著
作
権
侵
害
で
あ
る
。

　
序
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
面
白
い
判
例
を
挙
げ
れ
ば
、
初
演
の
際
、
某

演
出
家
に
そ
の
脚
本
の
演
出
を
委
ね
た
作
者
は
、
そ
の
脚
本
を
、
別
の
興
行
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者
の
手
に
よ
つ
て
再
演
せ
し
め
る
場
合
、
同
じ
演
出
に
よ
る
と
し
て
も
、
そ

の
演
出
家
の
同
意
を
得
る
必
要
な
く
、
ま
た
、
作
者
と
し
て
金
銭
上
の
義
務

を
負
は
な
く
て
も
よ
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
意
を
得
る
必
要

が
な
い
だ
け
で
、
こ
の
演
出
家
の
氏
名
を
発
表
す
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
こ
の

点
、
興
行
者
と
演
出
家
と
の
関
係
、
作
者
と
演
出
家
と
の
関
係
に
、
何
等
か

フ
ラ
ン
ス
流
な
解
釈
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
演
出
家
に
限
ら
ず
、
一
般
著
作
者
の
人
格
権
に
関
し
て
は
、

こ
れ
を
法
文
に
よ
つ
て
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
、
そ
の
場
合
場
合
に
応
じ
て
、
有
効
な
判
例
を
残
す
べ
き
も
の
で
あ

ら
う
と
思
ふ
。

　
そ
れ
故
、
著
作
権
者
対
興
行
者
の
問
題
は
、
十
分
に
隔
意
な
き
両
者
間
の
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折
衝
に
よ
つ
て
、
も
つ
と
も
合
理
的
な
協
定
に
到
達
す
る
以
外
、
進
ん
で
、

法
廷
に
黒
白
を
争
ふ
こ
と
も
亦
、
将
来
に
禍
根
を
残
さ
ぬ
明
朗
な
態
度
で
あ

る
と
同
時
に
、
わ
が
国
の
文
化
水
準
を
多
少
と
も
高
め
る
こ
と
に
役
立
ち
は

せ
ぬ
か
と
、
私
は
考
へ
る
。

　
序
に
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
著
作
者
と
出
版
者
の
間
に
は
、
現
在
、

さ
ほ
ど
面
倒
な
問
題
は
起
ら
ぬ
や
う
で
あ
る
が
、
興
行
者
（
職
業
的
な
る
と

否
と
を
問
は
ず
）
と
の
間
に
は
、
絶
え
ず
悶
着
が
繰
り
返
さ
れ
、
多
数
の
劇

場
乃
至
劇
団
は
一
種
の
著
作
権
侵
害
常
習
犯
の
観
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
無
論
、
当
事
者
の
法
律
的
知
識
が
足
り
な
い
と
こ
ろ
か
ら
も
来
て
ゐ
る
が
、

第
一
に
、
劇
場
組
織
が
合
理
化
さ
れ
ず
、
興
行
主
と
著
作
者
と
を
連
結
す
る

機
関
が
完
備
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
興
行
者
自
身
が
、
実
は
知
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ら
ぬ
間
に
、
著
作
者
の
権
利
を
蹂
躙
し
て
ゐ
る
や
う
な
場
合
が
多
い
。
畢
竟
、

責
任
者
た
る
べ
き
某
々
使
用
人
の
怠
慢
乃
至
単
純
な
忠
義
立
て
か
ら
生
じ
た

結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
す
べ
き
こ
と
は
す
る
」
と
い
ふ
内
外
に
向

つ
て
の
興
行
者
の
紳
士
的
宣
言
は
、
必
ず
、
こ
の
種
の
紛
争
を
少
く
し
得
る

と
思
ふ
。
こ
れ
ま
た
、
日
本
の
文
化
の
た
め
に
是
非
、
興
行
者
側
の
反
省
を

促
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
（
一
九
三
四
・
三
）
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