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「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
い
う
問
題

　
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
耳
慣
れ
な
い
言
葉
だ
ろ
う
。
「
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
」
と
い
う
言
い
方
の
方
が
、
ま
だ
一
般

に
は
知
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
臼
本
語
に
お
い
て
「
芸
術
」
と
「
ア
ー
ト
」
と
い
う
語
の
使
い
分
け
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
二
、
三
〇
年
間
、
従
来
門
芸
術
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
よ
り
多
く
の
観
客
を
獲
得
す
る
た
め
に
「
ア
ー
ト
」
と
改
称
さ
れ
て
き

た
。
今
日
で
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ュ
ア
を
含
む
き
わ
め
て
広
い
美
的
領
域
一
般
が
「
ア
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
だ
が

そ
の
場
合
も
「
ア
ー
ト
」
と
い
う
語
が
、
同
時
に
ど
こ
か
で
「
芸
術
（
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
）
」
と
い
う
意
味
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
ぎ
な
い
。
「
ア
ー
ト
」
と
い
う
語
の
中
に
は
、
表
面
上
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
「
何
で
も
あ
り
（
．
．
〉
⇒
旨
旨
薦
ひ
q
。
Φ
ω
．
、
ご
的
状
況
を
許

容
し
つ
つ
、
暗
黙
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
芸
術
の
自
律
的
価
値
を
要
求
す
る
、
と
い
う
二
重
性
が
存
し
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
の
問
題
に
は

深
入
り
し
な
い
が
、
「
ア
ー
ト
扁
と
い
う
語
の
も
っ
こ
の
二
重
性
を
避
け
る
た
め
に
「
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
」
で
は
な
く
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」

と
い
う
語
を
使
用
す
る
。

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
P
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今
回
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
思
っ
た
の
に
は
、
ふ
た
つ
の
動
機
が
あ
る
。
第
「
の
動
機
は
、
自
分
自
身
の
経
験
に
も

と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
美
学
・
芸
術
学
の
研
究
者
と
し
て
、
主
と
し
て
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
現
代
芸
術
」
を
対
象

と
し
て
考
え
て
き
た
が
、
過
去
約
｝
○
年
間
、
現
代
美
術
、
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
制
作
に
深
く
取
り
入
れ
た
メ
デ
ィ
ア
系
芸
術
作
風
の
制

作
、
企
画
、
展
示
の
実
践
に
も
関
わ
っ
て
き
た
。
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
一
九
九
九
年
に
京
都
で
行
な
わ
れ
た
『
ω
内
H
乞
－
U
H
＜
国
』
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

現
代
美
術
展
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
参
加
し
た
こ
と
、
そ
し
て
映
像
作
家
の
伊
藤
高
志
、
稲
垣
隆
士
、
現
代
美
術
作
家
の
〔
淵
。
鐙
α
q
一

＋
諺
呂
。
］
（
小
杉
美
穂
子
＋
安
藤
泰
彦
）
と
共
に
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
『
し
σ
国
跨
O
O
窯
』
の
制
作
に
関
わ
っ
た
こ
と
で

（
2
）

あ
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
岐
阜
県
大
垣
市
に
あ
る
H
》
ζ
》
ω
（
岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
）
に
勤
務
す
る
こ

と
に
な
り
、
こ
の
学
校
の
一
部
が
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
と
し
て
再
組
織
さ
れ
て
以
降
、
大
学
院
の
付
置
研
究
機

関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
メ
デ
ィ
ア
文
化
セ
ン
タ
ー
」
の
所
長
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
美
学
の
講
義
や
演
習
を
担
当
す
る
と
と
も
に
、
メ
デ
ィ

ア
芸
術
関
係
の
企
画
・
展
示
を
担
当
し
て
き
た
。
主
な
も
の
と
し
て
は
、
大
垣
市
で
二
年
毎
に
行
な
わ
れ
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
の
フ
ェ
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ス
テ
ィ
バ
ル
「
岐
阜
お
お
が
き
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
や
、
「
ア
ル
ス
エ
レ
ク
ト
ロ
丹
心
」
と
同
時
期
に
行
な
わ
れ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
展
示
な
ど
を
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5
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担
当
し
て
き
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
に
は
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
の
主
催
す
る
「
京
都
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
b
。
O
O
ω
」
に
お
い
て
、
総
合
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
と
し
て
企
画
と
運
営
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
う
し
た
経
験
を
と
お
し
て
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
、
そ
の
制
作
意
図
、
展
示
形
態
、
お
よ
び
そ
の
受
容
経
験
に
お
い

て
、
伝
統
的
な
芸
術
俘
品
と
も
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
現
代
芸
術
の
作
品
と
も
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
従
来
の
「
賢
徳
」
と
い
う
と
ら
え
方

で
は
必
ず
し
も
適
切
に
評
価
で
き
な
い
点
が
多
い
こ
と
を
実
感
し
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
メ
デ
ィ
ア
芸
術
の
制
作
を
目
指
す
教
育
研

究
、
ま
た
展
覧
会
企
画
な
ど
の
実
践
的
な
場
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
徹
底
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
基
本
的
に
は
従
来
の

「
作
晶
」
モ
デ
ル
で
制
作
指
導
や
展
示
企
画
な
ど
を
行
な
っ
て
き
た
こ
と
が
否
め
な
い
。
そ
う
し
た
反
省
に
立
っ
て
、
こ
の
機
会
に
そ
も
そ

も
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
考
え
た
の
が
、
第
一
の
個
人
的
な
動
機
で
あ
る
。



　
第
二
の
動
機
は
も
っ
と
切
実
な
も
の
で
、
そ
れ
は
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
い
う
雷
葉
を
め
ぐ
っ
て
今
日
生
じ
て
い
る
、
あ
る
種
の
混
乱
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
芸
術
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
の
発
展
の
　
端
に
関
わ
っ
て
き
た
人
間
と
し
て
、
「
メ
デ

ィ
ア
芸
術
」
と
い
う
日
本
語
が
今
日
使
用
さ
れ
て
い
る
社
会
的
文
脈
に
対
し
て
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
文
化
庁
と
O
O
－

》
菊
↓
ω
協
会
（
財
団
法
人
画
像
情
報
教
育
振
興
協
会
）
は
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
の
創
造
と
そ
の
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
催
し
と

し
て
、
一
九
九
七
年
か
ら
毎
年
「
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
」
と
い
う
催
し
を
行
な
っ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
わ
た
し
自
身
が
こ
の
言
葉
で
理
解
し
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ま
た
海
外
に
お
い
て
一
般
に
．
．
白
Φ
臼
9
。
巽
叶
ミ

．
、
切
①
≦
ヨ
Φ
象
⇔
p
。
鵠
、
と
呼
ば
れ
て
い
る
活
動
の
全
体
像
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
少
な
か
ら
ず
偏
っ
た
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
端
的

に
言
え
ば
そ
こ
に
は
、
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
誰
に
と
っ
て
も
不
可
避
的
な
仕
方
で
社
会
や
文
化
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
化
さ
せ
つ
つ
あ
る

現
実
を
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
そ
れ
自
体
の
何
ら
か
の
逸
脱
的
な
利
用
を
通
し
て
表
現
し
思
考
し
よ
う
と
す
る
、
批
判
的
な
視
点
が
希
薄
で
あ
る

と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
経
験
を
問
題
化
す
る
と
い
う
側
面
よ

り
も
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
技
術
的
な
新
し
さ
や
、
そ
う
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
文
化
的
コ
ン
テ
ン
ツ
に
対
す
る
評
価
の

み
が
肥
大
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
お
た
し
は
、
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
マ
ン
ガ
な
ど
従
来
は
単
な
る
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
あ
る
い
は
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ

ア
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
文
化
的
制
作
物
が
「
芸
術
」
領
域
へ
と
編
入
さ
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
に
、
異
議
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
文
化
的
制
作
物
は
現
在
、
き
わ
め
て
多
様
で
複
雑
な
様
相
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
真
剣
に
研
究
さ
れ
批
評
さ
れ
る
に
足
る

内
実
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
制
作
物
の
中
で
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
「
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
」

と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
、
そ
の
意
味
で
最
初
か
ら
強
い
政
治
的
意
味
を
担
っ
た
も
の
だ
け
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
メ
デ

ィ
ア
芸
術
」
の
そ
う
し
た
政
治
的
側
面
に
つ
い
て
自
覚
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
が
心
配
す
る
の
は
、

そ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
メ
ジ
ャ
ー
」
な
制
作
物
が
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
の
特
権
的
モ
デ
ル
と
な
り
、
そ
の
結
果
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
い
う

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
P
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概
念
が
短
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
が
現
在
た
ま
た
ま
世
界
的
に
好
評
で
あ
る
と
い
う
現
状

（
い
わ
φ
る
「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」
現
象
）
に
気
を
と
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
べ
き
か
と
い
う
、
根
本
的
な
考
察
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
雷
い
方
は
、
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア
」
の
拡
大
に
対
し
て
「
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
」
を
護
ろ
う
と
し
て
い
る
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
言
辞

と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
が
言
い
た
い
の
は
た
だ
、
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア
し
と
「
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
」
と
の
関
係
を

考
え
る
時
に
は
、
も
っ
と
慎
重
さ
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア
」
と
「
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
」
と
い
う
の
は
綱
度
的

な
区
分
で
あ
っ
て
、
作
革
の
本
質
的
属
性
で
は
な
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア
」
と
「
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
」
と
い
う

の
は
、
む
し
ろ
美
的
対
象
と
関
わ
り
合
う
経
験
の
、
ふ
た
つ
の
異
な
っ
た
モ
ー
ド
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

現
代
の
日
常
生
活
の
中
で
は
、
い
わ
ぽ
重
な
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
近
代
絵
画
作
品
に
つ
い
て
の
経
験
は
、
複
製
さ
れ
ト
リ

ミ
ン
グ
さ
れ
て
脱
文
脈
化
さ
れ
た
美
術
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
経
験
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
の
多
く
は
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア
」
に
分
類
さ
れ
る
が
、
一
方
で
は
「
芸
術
的
」
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も
存

在
す
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
単
純
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
が
も

た
ら
す
美
的
経
験
を
ど
こ
ま
で
掘
り
下
げ
て
考
え
る
か
と
い
う
違
い
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
九
年
秋
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
に
お
い
て
、
南
ア
フ
リ
カ
の
美
術
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ン
ト
リ
ッ
ジ
（
電
訓
p
・
罪
囚
Φ
9
瓜
轟
Φ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
作
品
を
紹
介
す
る
大
規
模
な
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
ケ
ン
ト
リ
ッ
ジ
は
一
九
五
五
年
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
系
白
人
と
し
て
、
ア
パ
ル
ト
ヘ

イ
ト
時
代
の
南
ア
フ
リ
カ
を
経
験
し
、
そ
の
個
人
的
な
経
験
に
基
づ
い
た
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
よ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
作
品
を
制

作
し
て
き
た
作
家
で
あ
る
。
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
よ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
紙
に
木
炭
等
で
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
撮
影
し
、
一
部
を
消
し

て
は
描
き
加
え
る
と
い
う
作
業
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
る
ア
ニ
メ
1
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。
粘
土
な
ど
の
可
塑
的
素
材
を

用
い
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
も
、
ま
た
セ
ル
画
や
C
G
を
用
い
た
通
常
の
商
業
的
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
も
違
い
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
よ
る
ア



ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
当
然
な
が
ら
消
去
さ
れ
た
箇
所
の
痕
跡
が
残
る
。
そ
れ
は
、
運
動
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
中
に
同
時
に
静
止
画
の
イ

メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
、
独
特
の
視
覚
経
験
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
作
業
を
論
じ
る
批
評
的
言
説
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
商
業
的
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
だ
と

い
っ
た
言
い
方
が
典
型
的
に
み
ら
れ
る
。
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
商
業
的
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
高
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
効
果
に
よ
っ
て
歴

史
的
現
実
を
忘
却
さ
せ
る
娯
楽
体
験
を
提
供
す
る
文
化
商
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ケ
ン
ト
リ
ッ
ジ
の
よ
う
な
ロ
ー
テ
ク
で
手
作
り
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
は
、
歴
史
的
な
認
憶
を
痕
跡
化
す
る
芸
術
作
晶
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
対
置
は
表
層
的
な

も
の
だ
と
、
わ
た
し
は
考
え
る
。
展
覧
会
を
訪
れ
た
若
い
観
客
の
多
く
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
や
日
本
の
商
業
的
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も
日
常
的
に

経
験
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
彼
ら
を
ケ
ン
ト
リ
ッ
ジ
の
作
品
が
惹
き
つ
け
る
の
は
、
そ
れ
が
「
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
も
、
南
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
も
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
れ
が
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
視
覚
的
体
験
の
原
理
的

な
可
能
性
i
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
性
、
修
さ
、
絶
え
ま
な
い
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
複
雑
な
分
岐
、
等
々
の
様
々
な
美
的

可
能
性
一
を
真
正
面
か
ら
追
求
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
い
え
ぽ
、
ど
ん
な
商
業
的
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
根
底
に
も
、

そ
う
し
た
可
能
性
は
本
当
は
潜
在
し
て
お
り
、
私
た
ち
は
無
意
識
に
そ
れ
を
経
験
し
て
い
る
の
だ
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
効
果
や
強
力
な
直

線
的
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
、
通
常
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
」
と
い
う
経
験
の
モ
ー
ド

が
必
要
と
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
表
面
化
さ
せ
、
意
識
的
思
考
の
対
象
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
に
つ

い
て
も
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
経
験
そ
れ
自
体
に
潜
在
し
て
い
る
可
能
性
の
意
識
化
が
必
要
で
あ
る
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ニ
　
メ
デ
ィ
ア
の
美
的
次
元

　
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
の
定
義
を
ど
こ
か
ら
始
め
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
は
こ
の
場
合
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
扁
の

こ
と
で
は
な
い
。
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
は
「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
偏
、
つ
ま
り
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
～

五
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し
た
が
っ
て
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
は
と
り
あ
え
ず
、
〈
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
た
芸
術
作
品
V
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

こ
れ
は
き
わ
め
て
分
か
り
や
す
い
定
義
で
は
あ
る
が
、
と
う
て
い
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
で
は
絵
画
、
彫
刻
、
音

楽
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
多
く
の
芸
術
分
野
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
す

べ
て
「
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
」
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
い
う
語
に
お
い
て
、
「
メ
デ

ィ
ア
」
と
「
芸
術
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
は
、
「
古
典
芸
術
」
「
近

代
芸
術
」
の
よ
う
な
、
時
代
や
規
範
に
よ
る
区
溺
を
意
味
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ぽ
、
「
時
言
芸
術
」
「
空
間
芸
術
」
の
よ
う
な
形
式
上
の

区
別
で
も
、
「
身
体
芸
術
」
「
視
覚
芸
術
」
「
言
語
芸
術
」
の
よ
う
な
、
表
現
手
段
に
よ
る
分
類
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
に

お
け
る
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
概
念
に
は
、
芸
術
作
晶
の
形
式
上
の
区
別
を
示
す
い
か
な
る
限
定
も
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
が
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
は
、
そ
も
そ
も
通
常
の
意
味
で
の
「
芸
術
」
の
分
類
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
な
「
芸
術
」
概
念
に
基
づ
く
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と

言
う
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
。
油
絵
の
具
の
代
わ
り
に
ア
ク
リ
ル
絵
の
具
を
用
い
た
と
し
て
も
「
絵
画
」
と
い
う
概
念
は
維
持
さ
れ
る
よ
う

に
、
た
と
え
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
表
現
手
段
と
し
て
用
い
た
と
し
て
も
、
芸
術
表
現
の
本
質
は
何
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
こ
と
は

可
能
な
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
を
た
ん
な
る
「
手
段
」
と
み
な
す
こ
う
し
た
立
場
は
、
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

現
代
の
芸
術
現
象
が
語
ら
れ
る
際
に
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
自
身
は
そ
う
し
た
立
場
を
と
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
表
現

の
た
ん
な
る
手
段
で
は
な
い
と
考
え
る
。
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
作
晶
の
素
材
や
形
式
に
よ
る
定
義
か
ら
で

は
な
く
、
む
し
ろ
芸
術
綱
作
を
支
え
る
根
本
的
な
動
機
や
目
的
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

う
し
た
観
点
か
ら
仮
に
定
義
を
与
え
て
み
る
な
ら
ば
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
は
、
「
メ
デ
ィ
ア
」
の
経
験
一
必
ず
し
も
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ



ア
の
経
験
だ
け
で
は
な
く
、
後
に
見
る
よ
う
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
一
般
の
経
験
一
を
そ
の
制
作
動
機
の
中
心
に
置
く
よ
う
な
芸
術
活
動
・
芸

術
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
広
義
に
解
釈
す
れ
ぽ
、
芸
術
活
動
は
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
時
代
の
先
端
技
術
が
可
能
に
す
る
素
材

や
表
現
手
段
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
逆
に
「
芸
術
」
の
歴
史
を
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
の
歴
史
と
し

て
再
編
集
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
オ
リ
バ
ー
・
グ
ラ
ウ
（
○
一
一
ぐ
・
①
附
　
（
｝
圏
効
自
）
や
エ
ル
キ
・
フ
ー
タ
モ
（
国
里
臨
国
管
霞
ヨ
。
）
ら

が
現
在
行
な
っ
て
い
る
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
史
（
ζ
Φ
臼
簿
》
冨
、
霞
ω
8
H
一
④
ω
）
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
現
代
の
デ
ジ
タ
ル
メ
デ

ィ
ア
芸
術
だ
け
を
特
別
な
も
の
と
見
る
の
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
視
点
か
ら
表
現
活
動
を
見
直
し
、
脱
西
洋
中
心
主
義
的
な
複
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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芸
術
史
を
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
評
価
で
き
る
。
「
メ
デ
ィ
ア
」
の
概
念
は
そ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
複
数
の
異
質
な
歴
史
を
統
合
す

る
た
め
の
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
試
み
は
ぎ
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
与
し
て
い
る
研
究
者
た
ち
の
多
く
に
わ
た
し
は
共
感
を
も
っ
て
い
る
が
、
本
論

に
お
け
る
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
に
対
す
る
わ
た
し
自
身
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
れ
と
岡
じ
も
の
で
は
な
い
。
「
メ
デ
ィ
ア
」
の
観
点
か
ら
芸

術
史
を
再
編
成
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
い
う
意
識
を
産
み
出
し
た
条
件
に
、
わ
た
し
は
関
心
が
あ
る
。
そ
れ
は
比
較

的
新
し
く
生
ま
れ
た
条
件
で
あ
り
、
主
と
し
て
一
九
八
○
年
代
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
よ
り
以
前
、
た
と
え
ぽ
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
も
、
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
芸
術
制
作
の
試
み
は
存
在
し

て
い
た
。
そ
れ
は
当
時
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ア
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運
動
」
と
し
て
の
側
面
を
強
く
持
っ

て
い
た
。
日
本
で
は
一
九
六
七
年
に
C
T
G
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
テ
ク
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
）
が
そ
の
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
を
発
表
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

　
わ
れ
わ
れ
戦
後
世
代
は
生
ま
れ
落
ち
て
か
ら
機
械
文
明
の
な
か
で
そ
の
人
生
を
模
索
し
て
来
た
。
こ
の
恐
る
べ
き
機
械
の
時
代
を
機

械
と
全
く
絶
縁
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
あ
な
ど
り
が
た
い
魅
力
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
猿
へ
の
進
化
で
あ
り
、
わ
れ

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
～

七
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わ
れ
の
目
指
す
創
造
的
進
化
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
悪
魔
の
魅
力
を
ふ
り
ま
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
飼
い
な
ら
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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文
明
の
混
沌
た
る
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
切
り
抜
く
道
で
あ
る
。

八

こ
れ
を
権
力
に
奉
仕
す
る
機
械
と
し
な
い
こ
と
こ
そ
、
肥
大
し
た
機
械

　
一
九
六
七
年
か
ら
六
九
年
の
間
に
、
幸
村
真
佐
男
（
現
在
中
京
大
学
情
報
理
工
学
部
教
授
）
ら
は
技
術
者
と
協
力
し
て
、
科
学
計
算
用
の

コ
ソ
ピ
ュ
～
タ
で
あ
る
「
H
b
d
鼠
刈
8
0
」
を
用
い
て
ヂ
ロ
ー
イ
ソ
グ
作
品
を
鰯
漉
し
た
。
そ
れ
ら
は
」
・
F
・
ケ
ネ
デ
ィ
や
マ
リ
リ
ン
モ
ン

ロ
ー
の
画
像
を
元
に
し
て
、
そ
の
ビ
ッ
ト
マ
ッ
プ
・
デ
ー
タ
の
黒
点
の
X
Y
座
標
を
変
換
し
、
カ
ル
コ
ン
プ
社
の
プ
ロ
ッ
タ
ー
に
よ
っ
て
出

力
し
た
も
の
を
、
さ
ら
に
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
や
オ
フ
セ
ッ
ト
印
麟
を
使
っ
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
や
映
画

の
ア
イ
コ
ン
が
選
ば
れ
た
の
は
、
あ
き
ら
か
に
同
時
代
の
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ア
ー
ト
に
お
い
て

は
そ
う
し
た
題
材
が
も
つ
社
会
的
な
意
味
よ
り
も
、
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
行
な
う
」
と
い
う
行
為
の
意
味
が
本
質

的
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
は
ま
だ
パ
ソ
コ
ン
の
時
代
で
は
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
高
価
な
メ
イ
ン
フ
レ
ー
ム
で
あ
っ
た
。

（「

ﾍ
じ
ご
竃
　
刈
O
㊤
O
」
は
価
格
が
　
台
二
九
〇
万
ド
ル
、
レ
ン
タ
ル
料
が
月
額
六
万
ド
ル
以
上
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
冷
戦
時

代
に
お
け
る
戦
略
的
な
最
要
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
一
般
の
人
に
と
っ
て
は
S
F
小
説
や
映
画
に
登
場
す
る
神
話
的
な
機
械
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ア
ー
ト
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
そ
う
し
た
政
治
的
・
戦
略
的
用
途
か
ら
逸
脱
さ
せ
、
「
権
力
に
奉
仕
す
る

機
械
と
し
な
い
こ
と
」
を
も
く
ろ
む
、
前
衛
芸
術
運
動
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
与
え
る
文
化
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
出
発
点
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
漏
は
こ
う
し
た
「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
・
ア
ー
ト
」
と
共
通
性
を
持
つ
が
、
両
者
の
問
に
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
両
者
を
隔
て
る
約
二
〇
年
と
い
う
時

代
の
相
違
で
は
な
く
、
む
し
ろ
情
報
技
術
と
生
の
経
験
と
の
問
の
関
係
が
、
根
本
的
に
変
化
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年

代
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
八
○
年
代
以
降
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
コ
ン



ビ
ュ
ー
タ
は
メ
イ
ン
フ
レ
ー
ム
と
し
て
で
は
な
く
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
し
て
急
速
に
一
般
化
し
、
そ
れ
を
有
効
に
活
用
す
る
条
件

と
し
て
電
子
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
（
最
初
は
パ
ソ
コ
ン
通
信
と
し
て
、
後
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
）
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
た
。
ほ
ん

の
二
〇
年
程
度
の
間
に
、
私
た
ち
の
経
済
、
産
業
、
文
化
、
日
常
生
活
の
全
領
域
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
（
そ
し
て

携
帯
電
話
そ
の
他
の
情
報
端
末
）
と
い
う
形
式
を
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
、
再
編
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
は
今
や
神
話
的
な
機
械
で
は
な
く
な
り
、
デ
ジ
タ
ル
情
報
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
私
た
ち
の
知
識
一
般
の
あ
り
方
を
、
至
る
所

で
規
定
す
る
条
件
と
な
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
う
し
た
条
件
が
成

立
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
も
ま
た
、
そ
う
し
た
条
件
の
中
で
の
み
意
味
を
持
つ
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
、
情
報
機
器
の
普
及
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
遍
在
性
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
の
成
立
条
件
で
は
な
い
。
情
報

機
器
は
そ
の
表
層
に
お
い
て
は
「
有
用
性
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
の
は
、
第
一
に
は
そ

れ
が
「
役
に
立
つ
」
か
ら
だ
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
メ
デ
ィ
ア
」
は
何
か
溺
な
目
的
の
た
め
の
「
手
段
」
と
考
え

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
た
ち
は
同
時
に
、
メ
デ
ィ
ア
を
日
々
「
直
感
的
ほ
美
的
（
P
Φ
ω
け
び
Φ
け
一
〇
）
」
に
も
経
験
し
て
い
る
。
そ
し
て

カ
ン
ト
哲
学
を
参
照
す
る
な
ら
、
こ
の
、
げ
Φ
ω
爵
Φ
膏
．
．
と
い
う
の
は
「
感
性
的
」
と
い
う
認
識
一
般
的
な
意
昧
で
は
な
く
て
、
『
判
断
力
批

判
』
に
お
い
で
は
じ
め
て
問
題
化
さ
れ
る
意
味
で
の
、
．
9
Φ
ω
§
Φ
賦
O
ミ
つ
ま
り
「
無
関
心
性
」
や
「
概
念
な
し
の
普
遍
的
満
足
」
、
「
趣
味
」

や
「
共
通
感
覚
扁
と
い
っ
た
問
題
と
結
び
つ
い
た
意
味
で
の
「
美
的
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
と
は
そ
れ
自
体
が
美
的
現
象
で

も
あ
る
の
だ
。

　
わ
た
し
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
美
的
経
験
が
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
「
美
学
」
と
は
、
経
験
の

そ
う
し
た
レ
ベ
ル
を
取
り
扱
う
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
美
術
館
で
絵
画
を
鑑
賞
し
た
り
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
音
楽
の
演
奏
を
楽

し
ん
だ
り
、
何
の
目
的
も
な
く
自
然
の
風
景
を
眺
め
た
り
す
る
こ
と
だ
け
が
美
的
経
験
な
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
そ
れ
ら
の
経
験
に
お
い

て
は
、
美
的
な
も
の
の
特
質
が
よ
り
純
粋
か
つ
集
中
的
な
仕
方
で
経
験
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
雷
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
代
美
学

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
P

九
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○

に
お
い
て
は
、
「
自
然
」
と
「
芸
術
」
と
が
美
的
知
覚
の
特
権
的
な
対
象
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
美
的
経
験
そ
れ
自
体
は
、
日
常
的
な
生
の

あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
、
明
確
に
意
識
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
動
し
続
け
て
い
る
。
さ
て
二
〇
世
紀
以
降
、
そ
し
て
と
り
わ

け
こ
の
二
、
三
〇
年
間
、
情
報
技
術
を
は
じ
め
と
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
、
私
た
ち
の
生
の
経
験
の
中
に
深
く
入
り
込
み
、
私
た
ち
を
取
り

囲
む
「
環
境
」
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
経
験
に
は
、
た
ん
な
る
道
具
的
な
利
便
性
を
超
え
た
、
美
的
次
元
が
存
在

し
て
い
る
。
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
と
は
、
こ
う
し
た
「
人
工
的
環
境
」
の
美
的
次
元
を
探
究
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
な
試
み
の
輪
郭
を
描
き
出
す
た
め
、
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
理
解
さ
れ
る
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
の
実
例
を
、
い
く
つ
か

紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
わ
た
し
は
こ
れ
ら
が
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
の
全
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
範
例
と
な
る
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な

い
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
実
例
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
詳
し
い
分
析
を
行
な
う
余
裕
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
異

な
っ
た
方
向
性
を
も
つ
試
み
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
現
段
階
に
お
け
る
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
が
も
つ
餌
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
理
解
す
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
「
身
体
と
生
命
」
、
そ
し
て
最
後
に

「
人
工
的
な
も
の
（
昏
Φ
碧
け
蕊
。
芭
）
の
経
験
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
と
り
あ
え
ず
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

三
　
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」

　
情
報
の
双
方
向
性
、
つ
ま
り
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
篇
は
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
っ
と
も
直
接
的
に
体
験
さ
れ
る
側

面
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
原
理
的
に
は
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ

ィ
ヴ
な
表
現
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
芸
術
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
要
素
を
も
つ
芸
術
形
式
は
そ

も
そ
も
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
っ
た
と
い
う
反
論
も
可
能
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ア
…
ト
の
歴
史
が
語
ら
れ
る
と
き
、
一
九
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

年
代
の
ハ
プ
ニ
ン
グ
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ぽ
、
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
の
『
カ
ッ
ト
・
ピ
：
ス
』

の
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
「
イ
ソ
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ダ
ダ
や
フ
ル
ク
サ
ス
の
ハ



プ
ニ
ソ
グ
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
よ
う
な
も
の
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
観
客
の
相
互
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
当
然

だ
が
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
は
、
今
日
私
た
ち
が
今
日
考
え
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
イ
ン
タ
ラ

ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
と
は
、
主
と
し
て
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
以
降
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
電
子
的
な
記
録
や
複
製
に
よ
っ

て
、
厳
密
な
意
味
で
一
方
向
的
な
鑑
賞
体
験
と
い
う
も
の
が
成
立
し
た
か
ら
こ
そ
、
「
イ
ソ
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
が
問
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
。
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
特
に
「
イ
ソ
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
双
方
向
性
が
完
全
に
機
械

的
な
処
理
に
よ
っ
て
即
時
的
に
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
非
常
に
分
か
り
や
す
い
性
質
な
の
で
、
デ
ジ
タ
ル
化
一
般
の
も
た

ら
す
利
便
性
や
娯
楽
性
を
強
調
す
る
場
合
（
た
と
え
ば
地
上
波
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
宣
伝
す
る
た
め
に
）
よ
く
利
用
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
デ
ジ

タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
言
わ
れ
る
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
経
験
で
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ほ
と
ん
ど
議
論
の
対
象
に
も
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
「
利
便
性
」
や
「
娯

楽
性
」
と
い
っ
た
側
面
は
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
と
い
う
経
験
の
本
質
を
示
す
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
隠
蔽
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
o
Q
Φ
＜
o
コ
α
¶
9
σ
q
Φ
ω

　
藤
幡
正
樹
は
、
通
常
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
仕
掛
け
を
作
り
出
す
こ
と
を
通
じ
て
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
使
う

時
私
た
ち
は
そ
こ
で
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
い
続
け
て
き
た
作
家
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
置
制
作

さ
れ
た
「
切
建
。
巳
℃
鋤
α
q
Φ
ω
」
で
は
、
机
の
上
に
大
き
な
本
の
ペ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
、
そ
の
中
の
絵
や
文
字
に
ペ
ン
で
触
れ
て
ゆ
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
ペ
ー
ジ
上
の
内
容
が
変
化
し
て
ゆ
く
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
机
の
上
に
あ
る
ラ
イ
ト
が
点
灯
し
た
り
、
ド
ア
が
開
閉
し
た
り
す

る
の
を
観
客
は
経
験
す
る
。
こ
こ
で
は
「
書
物
偏
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
九
八
四
年
に
＞
O
冨
Φ
社
が
製

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
P

二



哲
学
研
究
　
第
五
菖
八
十
九
号

＝
～

託
し
た
「
ζ
碧
ぎ
8
ω
圧
以
来
、
今
日
の
一
般
用
パ
ソ
コ
ン
の
G
U
I
（
ρ
巷
ぼ
。
巴
¢
ω
Φ
展
望
巽
砂
。
①
）
は
「
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
」
と
い
う
メ

タ
フ
ァ
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
実
の
デ
ス
ク
の
上
に
本
や
パ
ソ
コ
ン
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
パ
ソ
コ

ン
の
中
に
も
う
ひ
と
つ
の
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
電
子
的
な
本
や
ノ
ー
ト
が
開
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
標
準
的
な
環
境

な
の
だ
が
、
こ
の
藤
幡
の
作
品
に
お
い
て
は
、
現
実
の
机
の
上
に
直
接
投
影
さ
れ
た
本
が
あ
り
、
そ
の
本
を
操
作
す
る
こ
と
で
現
実
が
変
化

す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
デ
ジ
タ
ル
機
器
を
操
作
し
て
何
か
を
す
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
行
為
な
の
か
と

い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
環
境
は
、
私
た
ち
の
「
行
為
」
そ
の
も
の
の
意
味
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
変
質
さ
せ
て
い
る
か
ら
だ
。
メ
デ
ィ
ア
を
「
手
段
」
と
し
て
用
い
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
こ
の
変
質
を
経
験
す
る
こ

と
は
な
い
。
私
た
ち
は
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
文
章
を
書
い
た
り
、
調
べ
物
を
し
た
り
、
携
帯
電
話
で
メ
ー
ル
を
や
り
と
り
し
た
り
、
銀
行
の

A
T
M
で
お
金
の
出
し
入
れ
を
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
異
な
っ
た
「
行
為
」
を
行
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
画

面
に
現
れ
る
イ
メ
ー
ジ
や
シ
ン
ボ
ル
に
対
し
て
、
キ
！
ボ
1
ヂ
を
叩
い
た
り
マ
ウ
ス
を
動
か
し
た
り
す
る
と
い
う
、
同
じ
よ
う
な
身
体
的
動

作
に
還
元
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
私
た
ち
は
、
そ
こ
で
本
当
は
何
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
モ
ニ
タ
や
キ
ー
ボ
…

ド
と
い
っ
た
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
知
ら
な
い
宇
宙
入
の
人
類
学
者
が
み
た
ら
、
私
た
ち
は
朝
か
ら
晩
ま
で
、
何
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い

「
ゲ
ー
ム
扁
に
没
頭
し
て
い
る
と
し
か
み
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
（
m
）

　
刃
飢
コ
ω
紳
鋤
紳
δ
コ

　
「
ゲ
ー
ム
」
は
確
か
に
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
き
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
。

　
二
〇
〇
一
年
、
ケ
ル
ン
の
メ
デ
ィ
ア
芸
術
大
学
（
滅
三
悪
｝
δ
昌
ω
7
巳
㊦
注
憎
ζ
⑦
＆
Φ
P
誘
α
ε
の
学
生
で
あ
っ
た
く
。
涛
興
亡
。
錘
≦
①
と

8
鵠
ヨ
磐
園
鉱
ゑ
は
、
彼
ら
が
「
℃
巴
湊
猿
戸
。
類
」
と
名
付
け
て
い
た
マ
シ
ン
を
開
発
し
て
い
た
。
こ
の
名
称
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
中
に
普
及



し
て
い
る
ω
o
ξ
の
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
「
霊
契
ω
富
試
o
p
」
を
も
じ
っ
た
も
の
で
、
ω
o
越
に
よ
る
抗
議
を
受
け
て
現
在
で
は
「
8
び
Φ
費
ヴ

≦
o
昏
｛
霞
B
興
ぐ
。
巴
一
Φ
◎
℃
①
貯
ω
＄
自
〇
三
と
名
称
を
改
め
た
（
が
、
長
く
て
言
い
に
く
い
の
で
今
で
も
門
海
蝕
湧
鐙
鉱
。
⇔
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
。

わ
た
し
は
二
〇
〇
一
年
の
「
ア
ル
ス
・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
カ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
扁
に
お
い
て
そ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
見
、
彼
ら
か
ら
説
明
を

受
け
た
。
そ
れ
は
一
見
す
る
と
、
初
期
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
よ
く
あ
つ
た
、
ボ
ー
ル
を
打
ち
合
っ
て
相
手
の
ゴ
ー
ル
に
入
れ
て
得
点
す
る
ゲ

ー
ム
機
で
あ
る
。
通
常
の
ゲ
ー
ム
と
の
違
い
は
、
自
分
が
負
け
る
と
罰
と
し
て
電
撃
を
受
け
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
（
現
在
で
は
、
電
撃
、

熱
、
ム
チ
に
な
っ
て
い
る
）
。
彼
ら
の
話
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
身
体
的
な
罰
を
与
え
る
こ
と
で
、
技
量
が
劇
的
に
向
上
し
、
人
に
よ
っ
て

は
、
跳
ん
で
く
る
ボ
ー
ル
の
速
度
を
遅
く
感
じ
る
と
い
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
が
当
初
は
ア
ー
ケ
ー
ド
ゲ
ー
ム
を
い
わ
ぽ
シ
ニ
カ
ル

に
捉
え
た
メ
デ
ィ
ア
芸
術
作
品
と
し
て
構
想
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
、
本
当
に
ゲ
ー
ム
機
と
し
て
人
気
が
出
て
き
た
。
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア

を
用
い
た
ゲ
ー
ム
に
は
強
い
没
入
感
が
あ
る
。
こ
の
作
品
が
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
没
入
感
が
痛
み
の
感
覚
を
も
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
の
経
験
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
o
o
①
K
o
コ
Ω
ζ
m
コ
N
鋤
⊃
巽

　
こ
の
作
晶
も
ま
た
、
「
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
朋
な
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
ゲ

ー
ム
を
直
接
テ
ー
マ
に
す
る
と
い
う
よ
り
、
ゲ
ー
ム
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
利
用
し
て
過
去
の
歴
史
を
伝
え
る
教
育
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

よ
う
な
一
面
も
持
っ
て
い
る
。
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
タ
ミ
コ
・
テ
ィ
ー
ル
（
↓
Q
ヨ
節
0
6
三
9
と
イ
ラ
ン
系
ア
メ

リ
カ
人
の
詩
入
ザ
ラ
・
ウ
シ
マ
ソ
ド
（
N
餌
村
p
o
　
頃
O
彊
ω
げ
昌
ρ
鋤
昌
α
）
に
よ
っ
て
共
岡
盗
作
さ
れ
た
も
の
で
、
わ
た
し
が
二
〇
〇
三
年
の
「
京
都
ビ

エ
ン
ナ
ー
レ
」
に
招
待
し
た
「
じ
。
Φ
《
o
巳
羅
p
嵩
簿
コ
鉾
」
と
い
う
作
晶
で
あ
る
。
こ
れ
は
く
力
珍
い
（
＜
寒
害
同
町
Φ
巴
芽
ζ
o
O
④
ぎ
α
Q
い
効
甲

Φq

Z
9
。
α
q
Φ
）
と
い
う
言
語
で
書
か
れ
て
い
る
（
＜
閃
ζ
い
は
芝
芝
芝
上
で
三
次
元
の
物
体
を
参
照
で
き
る
基
本
的
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
開
発

さ
れ
た
が
、
現
在
の
基
準
か
ら
み
る
と
表
現
力
に
限
界
が
あ
り
、
し
だ
い
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
）
。
こ
の
作
品
は
形
式
的
に
は
、
仮
想

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
～

＝
二
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四

的
な
世
界
を
巡
残
す
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
の
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
る
が
、
二
つ
の
点
で
通
常
の
ゲ
ー
ム
と
は
異
な

っ
て
い
る
。

　
第
一
の
点
は
そ
の
内
容
で
あ
る
。
「
マ
ン
ザ
ナ
i
」
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
日
系
ア
メ
リ
カ
人
が
収
容
さ
れ
た
強
制
収
容
所
の
ひ

と
つ
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
オ
ー
エ
ソ
ズ
ヴ
ァ
レ
ー
に
存
在
し
て
い
た
。
シ
エ
ラ
ネ
バ
ダ
由
脈
を
遠
望
す
る
こ
の
風
景
を
は
じ
め
て
写
真

で
見
た
と
き
、
タ
ミ
コ
・
テ
ィ
ー
ル
の
友
人
で
あ
る
ザ
ラ
・
ウ
シ
マ
ン
ド
は
、
そ
れ
が
イ
ラ
ン
の
風
景
と
似
て
い
る
と
感
じ
た
と
言
う
。
そ

こ
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
お
け
る
在
米
日
系
ア
メ
リ
カ
入
の
経
験
と
、
一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
革
命
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
大
使
館
人
質

事
件
の
時
に
お
け
る
イ
ラ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
の
経
験
を
重
ね
合
わ
せ
る
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
た
。
第
二
の
点
は
、
こ
の
作
品
が
、

ボ
タ
ン
と
ジ
ョ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
操
作
す
る
と
い
う
通
常
の
ゲ
ー
ム
と
岡
じ
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
観
客
は
仮
想
世
界

に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
何
の
働
き
か
け
も
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
収
容
所
の
内
部
は
、
普
通
の
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
比
較
的
自
由
に
動
き

ま
わ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
ず
、
動
き
回
れ
ば
回
る
ほ
ど
、
隔
離
と
監
禁
の
感
覚
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
、
通
常

の
ゲ
ー
ム
と
は
逆
に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
次
第
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
自
由
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
O
≦
田
（
Ω
o
o
σ
q
δ
≦
≡
留
二
沖
ω
Φ
5

　
ほ
ん
の
十
数
年
の
聞
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
私
た
ち
の
社
会
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
自
然
な
環
境
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
着
し
て
し

ま
っ
た
。
わ
た
し
自
身
も
、
一
九
八
○
年
代
の
手
作
り
的
な
パ
ソ
コ
ン
通
信
の
文
化
か
ら
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
広

範
囲
な
利
用
が
拡
が
っ
た
時
点
で
は
、
電
子
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
大
き
な
期
待
を
抱
い
て
い
た
が
、
現
在
の
よ
う
に
、
経
済
・
産
業
か
ら
政

治
や
教
育
に
至
る
ま
で
社
会
全
体
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
依
存
す
る
よ
う
な
状
況
が
来
る
と
は
、
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
わ
た

し
は
、
こ
の
こ
と
を
単
純
に
「
進
歩
」
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
≦
≦
薯
や
電
子
メ
ー
ル
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
く



依
存
し
、
駕
内
乱
。
ω
o
沖
や
〉
仙
。
σ
Φ
と
い
っ
た
私
的
企
業
の
製
品
仕
様
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
ま
る
で
デ
ジ
タ
ル
情
報
と
い
う
も
の
の
普
遍

的
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
現
状
は
不
気
味
で
す
ら
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
も
の
の
こ
う
し
た
あ
り
方
、

現
在
た
ま
た
ま
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
自
明
性
を
問
題
化
す
る
の
も
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
九
九
九
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
結
成
さ
れ
た
政
治
的
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
系
の
芸
術
集
団
で
あ
る
．
d
げ
興
葺
○
蹟
Φ
戸
o
o
ヨ
、
、
が
行
な
っ
て
き

た
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
今
や
支
配
的
な
環
境
を
作
り
出
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
巨
大
企
業
1
0
0
0
ひ
q
諭
や
〉
諺
震
o
P
o
o
ヨ

～
に
対
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
が
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
が
含
む
隙
間
に
「
寄
生
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
、
「
合
法
的
」

な
（
と
完
全
に
は
言
い
切
れ
な
い
が
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
と
い
え
る
手
法
で
あ
る
。
興
味
深
い
試
み
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
．
．
○
妻
日
（
○
。
。
旭
Φ
芝
≡
国
簿
図
叶
ω
①
5
．
．
と
い
う
作
品
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
こ
れ
は
、
O
o
o
σ
q
げ
社
が
提
供
す
る
「
》
似
ω
魯
ω
Φ
」
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
誰
で
も
、
自
分
の
所
有
す
る
堵
Φ
σ

サ
イ
ト
や
プ
ロ
グ
か
ら
、
O
o
O
α
q
δ
に
申
し
込
む
と
、
そ
こ
に
自
分
の
サ
イ
ト
の
話
題
に
関
係
の
あ
る
商
品
に
関
す
る
、
諺
蜘
o
Q
Φ
霧
①
の
広
告

コ
ー
ド
を
貼
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
広
告
が
誰
か
に
よ
っ
て
ク
リ
ッ
ク
さ
れ
る
度
に
O
o
o
α
q
冨
か
ら
報
酬
（
と
い
っ
て

も
わ
ず
か
な
額
で
は
あ
る
が
）
が
振
り
込
ま
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
で
広
告
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
Ω
o
o
α
q
δ
〉
α
ω
Φ
p
－

ω
Φ
の
シ
ス
テ
ム
が
自
動
的
に
特
定
の
サ
イ
ト
の
内
容
を
解
析
し
、
そ
の
サ
イ
ト
に
あ
っ
た
広
告
を
配
信
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　
α
げ
長
雨
。
「
α
q
魯
の
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
ソ
ハ
ル
ト
は
、
ネ
ッ
ト
上
に
構
築
し
た
自
分
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
○
O
o
α
q
δ
〉
α
ω
①
窃
Φ
の
広
告
を
載

せ
る
が
、
そ
れ
は
ロ
ボ
ッ
ト
（
　
種
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
よ
っ
て
自
動
的
に
ク
リ
ッ
ク
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
O
o
o
－

αq

ﾂ
か
ら
獲
得
し
た
広
告
掲
載
料
は
、
○
目
6
℃
（
∩
｝
O
O
ひ
q
一
①
己
弓
O
日
げ
①
勺
Φ
O
O
一
こ
口
な
る
会
社
に
振
り
込
ま
れ
、
そ
の
お
金
に
よ
っ
て
自
動
的
に

O
o
o
α
q
懸
盤
の
株
を
取
得
す
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
O
o
o
α
q
δ
が
自
分
で
支
払
っ
た
広
告
料
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に

は
自
分
自
身
を
売
り
渡
す
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
が
実
現
す
る
に
は
、
計
算
す
る
と
二
〇
〇
万
年
く
ら
い
か
か
る
こ

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
P

一
五
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一
六

　
　
（
1
4
）

と
に
な
る
。

　
こ
の
「
作
晶
偏
は
、
実
際
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
は
こ
の
作
品
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
、
世
界
中
の
メ
デ

ィ
ア
系
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
や
展
覧
会
な
ど
で
提
示
し
て
き
た
。
彼
ら
の
「
作
品
」
は
、
そ
う
し
た
一
連
の
活
動
の
全
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
単
発
的
・
匿
名
的
な
ネ
ッ
ト
攻
撃
や
悪
ふ
ざ
け
で
は
な
く
、
個
人
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、
持
続
的
な
試
み
と
し
て
公
表

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。
「
二
〇
〇
万
年
」
と
い
う
時
間
予
測
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
¢
げ
①
ヨ
δ
鎖
窪
の
作
晶
は
、

O
o
o
ひ
q
一
①
を
本
気
で
買
収
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
の
「
日
常
性
」
や
「
自
明
性
」
を
疑
問
に
付
す
こ
と
を

圏
的
と
し
て
い
る
。五

　
身
体
と
生
命

　
以
上
の
黒
作
贔
は
、
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
や
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
扁
を
批
判
的
に
見
直
す
た
め
の
表
現
を
試
み
る
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
扁
の
試
み
の
中
に
は
、
よ
り
直
接
的
に
、
身
体
の
機
械
化
（
サ
イ
ボ
ー
グ
化
）
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
は
高

度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
環
境
に
生
き
る
現
代
人
に
と
っ
て
「
生
命
」
と
は
何
か
2
と
い
っ
た
問
題
を
取
り
扱
う
作
品
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
問
題
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
芸
術
」
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
り
以
前
に
、
先
端
医
療
の
現
場
に
お
い
て
直
面
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
脳
死
判
定
や
臓
器
移
植
、
遺
伝
子
交
換
な
ど
を
め
ぐ
る
法
的
・
倫
理
的
な
議
論
が
、
社
会
的
な
合
意
形
成
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
が
と
り
あ
げ
る
「
身
体
」
「
生
命
」
と
い
う
問
題
は
、
一
晃
途
方
も
な
い
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
あ
る

い
は
長
い
時
間
的
射
程
の
中
で
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
…
と
身
体
・
生
命
の
関
係
を
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
雪
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
（
1
5
）

ω
紳
Φ
一
鋤
「
o
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

最
初
に
紹
介
す
る
の
は
、
も
っ
と
も
o
o
葺
『
○
〈
工
臨
巴
で
あ
る
と
同
時
に
強
い
影
響
力
の
あ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ひ
と
り
で
あ
る
ス
テ
ラ



ー
ク
（
ω
け
皿
碧
ρ
本
名
ω
邑
δ
ω
〉
誘
⇔
象
。
⊆
）
で
あ
る
。
こ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
自
分
の
身
体
に
金
属
の
フ
ッ
ク
を
埋
め
込
み
、
そ
れ
に

ワ
イ
ア
ー
を
通
し
て
ぶ
ら
下
が
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
男
一
Φ
ω
げ
　
口
O
O
吋
　
ω
二
ω
℃
Φ
ゆ
ω
一
〇
鵠
）
や
、
培
養
し
た
組
織
で
で
き
た
耳
を
自
分
の
腕
に
埋

め
込
む
と
い
う
身
体
改
造
手
術
を
行
な
っ
た
こ
と
で
、
世
界
的
に
注
目
さ
れ
る
と
同
時
に
、
激
し
い
批
難
を
浴
び
て
き
た
。
た
し
か
に
、
そ

れ
ら
の
行
為
は
強
い
シ
ョ
ッ
ク
や
嫌
悪
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
ス
テ
ラ
ー
ク
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、

観
る
者
が
冷
静
に
対
象
化
で
き
る
よ
う
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
は
な
く
、
共
感
覚
的
な
痛
み
を
経
験
さ
せ
る
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て

い
る
。
彼
の
活
動
は
、
身
体
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
新
た
な
機
械
的
変
形
・
処
理
の
可
能
性
に
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
こ

れ
ま
で
「
身
体
」
と
呼
ん
で
き
た
も
の
が
げ
び
ω
9
Φ
8
．
、
な
も
の
に
、
つ
ま
り
陳
腐
な
も
の
、
退
化
し
た
も
の
と
化
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う

認
識
に
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
認
識
は
重
要
で
あ
る
。
高
度
な
医
療
技
術
を
は
じ
め
、
私
た
ち
は
身
体
を
ま
す
ま
す
深
い
レ
ベ
ル
か
ら
操
作

す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
健
康
や
幸
福
や
福
祉
に
奉
仕
す
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん

そ
う
で
な
け
れ
ば
困
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
よ
う
な
技
術
的
可
能
性
の
中
に
人
間
が
置
か
れ
た
時
、
「
身
体
」
と
は
そ
も
そ
も
ど
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

な
存
在
に
な
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
ま
だ
誰
も
答
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
一
〇
⊂
ヨ
ζ
m
ζ
ヨ
α

　
ス
テ
ラ
ー
ク
の
活
動
は
き
わ
め
て
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
身
体
と
機
械
と
い
う
テ
ー
マ
を
追
求
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
、
必
ず

し
も
こ
の
よ
う
な
暴
力
的
表
現
を
選
択
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
〇
〇
六
年
目
岐
阜
県
大
垣
市
で
開
催
し
た
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
の
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
「
岐
阜
お
お
が
き
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
ト
。
O
O
①
」
は
、
こ
れ
ま
で
欧
米
（
お
よ
び
日
本
）
中
心
だ
っ
た
メ
デ
ィ
ア
芸
術
展
に
対
し
て
、
お
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ら
く
世
界
で
は
じ
め
て
ア
ジ
ア
の
メ
デ
ィ
ア
芸
術
作
品
に
焦
点
を
当
て
て
企
画
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
招
待
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ベ
ン
ザ
ー
・
ク
ラ
イ
ス
ト
（
＜
Φ
昌
N
冨
O
ξ
醇
）
の
方
法
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
イ
ス
ト
は
実

際
に
病
院
の
集
中
治
療
室
を
使
用
し
た
口
O
O
貯
ζ
o
ζ
一
巳
」
に
お
い
て
、
麻
酔
医
の
管
理
の
も
と
に
み
ず
か
ら
の
身
体
に
全
身
麻
酔
を

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
P

一
七
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一
八

施
し
、
昏
睡
状
態
で
自
分
の
身
体
か
ら
出
る
脈
拍
、
呼
吸
、
血
圧
な
ど
の
生
体
的
情
報
を
サ
ウ
ン
ド
に
変
換
し
て
「
演
奏
」
す
る
と
い
う
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
な
い
、
世
界
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
「
自
動
記
述
」
を
技
術
的

に
徹
底
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
と
は
か
な
り
隔
た
っ
た
文
脈
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い

（
1
8
＞

る
。

　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
o
δ
…
8
δ
。
。
Φ
コ
8

　
こ
の
例
は
、
遺
伝
情
報
と
回
章
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
福
原
志
穂
と
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
レ
メ
ル
（
O
①
o
目
α
q
↓
蚕
亭

旨
Φ
一
）
の
グ
ル
ー
プ
は
、
「
b
ご
一
〇
質
Φ
ω
Φ
昌
8
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
は
、
亡
く
な
っ
た
人
を
記
念
す
る
通
常
の
墓
石

の
代
わ
り
に
、
そ
の
人
の
D
N
A
を
融
合
さ
せ
た
樹
木
を
植
え
、
そ
の
樹
木
に
よ
っ
て
故
人
を
偲
ぶ
と
い
う
、
い
わ
ぽ
未
来
的
な
墓
標
の
提

案
で
あ
る
。
そ
の
技
術
的
背
景
は
、
M
王
丁
の
分
子
生
物
学
者
ざ
Φ
U
餌
三
ω
の
考
案
し
た
「
U
乞
》
搬
器
無
。
匡
」
と
い
う
手
法
で
あ
り
、

そ
れ
は
樹
木
の
D
N
A
の
冗
長
性
（
つ
ま
り
複
数
の
塩
基
の
組
み
合
わ
せ
が
同
じ
ア
ミ
ノ
酸
合
成
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
事
実
）
を
利
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
、
い
わ
ば
樹
木
の
遺
伝
情
報
の
「
隙
間
」
に
人
聞
の
遺
伝
情
報
を
埋
め
込
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
埋
め
込
ま
れ
た
人
間

の
遺
伝
情
報
は
、
樹
木
の
表
現
型
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
（
つ
ま
り
、
わ
ず
か
で
も
人
問
の
特
徴
を
持
っ
た
木
が
育
つ
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
）
。
す
な
わ
ち
こ
の
作
品
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
見
た
目
が
ま
っ
た
く
普
通
の
木
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て

親
密
な
誰
か
の
D
N
A
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
時
、
私
た
ち
は
ど
う
感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
な
の
だ
。
こ
の
作
品

は
、
実
際
に
そ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
販
売
す
る
会
社
を
イ
ギ
リ
ス
で
設
立
す
る
と
い
う
や
り
方
で
発
表
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
「
墓
標
」
の
作

成
に
墜
二
輪
五
〇
〇
〇
ド
ル
程
度
の
費
用
が
か
か
る
）
。
埋
め
込
ま
れ
た
遺
伝
子
は
そ
の
木
が
繁
殖
す
る
限
り
子
孫
に
受
け
継
が
れ
る
が
、
環

境
へ
の
影
響
は
な
い
。
し
か
し
彼
ら
は
「
お
婆
ち
ゃ
ん
の
D
賛
A
を
持
つ
樹
に
な
っ
た
林
檎
を
、
あ
な
た
は
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
2
」

と
挑
発
的
な
問
い
か
け
を
し
、
ス
テ
ラ
ー
ク
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
一
部
で
は
宗
教
的
、
倫
理
的
な
理
由
か
ら
批
難
を
受
け
て
い
る
。



六
　
人
工
的
な
も
の
（
け
げ
Φ
鋤
『
酔
一
眺
｛
O
一
9
D
一
）
の
美
学
に
向
け
て

　
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
」
に
つ
い
て
の
理
論
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
は
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ

ア
が
芸
術
の
制
作
や
経
験
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
原
理
的
に
は
ま
だ
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
環

境
に
関
し
て
、
そ
れ
が
ど
ん
な
役
に
立
つ
か
、
何
を
可
能
に
す
る
か
、
人
間
の
行
動
に
ど
ん
な
変
化
を
及
ぼ
す
の
か
、
ど
ん
な
新
し
い
弊
害

や
犯
罪
を
引
き
起
こ
す
か
、
そ
れ
ら
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
私
た
ち
の

知
覚
や
感
覚
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
世
界
を
経
験
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、

私
た
ち
は
ま
だ
十
分
に
適
切
な
語
彙
を
共
有
し
て
い
な
い
。

　
人
は
非
日
常
的
な
も
の
、
魔
術
の
よ
う
な
も
の
に
は
、
瞬
く
間
に
慣
れ
て
ゆ
く
。
次
か
ら
次
へ
と
や
っ
て
く
る
技
術
革
新
の
驚
異
に
、
私

た
ち
は
一
瞬
眼
を
見
は
る
が
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
前
に
、
次
の
新
た
な
「
驚
異
」
が
や
っ
て
来
る
。
新
た
な
発
明
品
は
、
数
ヶ
月
後
に
は

ガ
ジ
ェ
ッ
ト
と
し
て
製
品
化
さ
れ
、
私
た
ち
は
最
初
は
そ
れ
に
驚
き
、
魅
了
さ
れ
る
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
適
応
し
、
気
が
つ
い
て
み
る
と

そ
れ
は
日
常
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
垂
要
な
こ
と
は
、
現
代
の
技
術
社
会
に
お
い
て
日
常
経
験
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本

当
は
「
驚
異
」
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
驚
異
ら
し
き
も
の
の
連
鎖
を
通
し
て
私
た
ち
に
訪
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
「
忘
却
」
の

経
験
で
あ
り
、
そ
う
し
た
忘
却
の
連
続
の
果
て
に
生
じ
る
倦
怠
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
メ
デ
ィ
ア
技
術
が
与
え
る
経
験
を
自
覚
的
に
反
省
し
た
り
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
の
か
を
考
察
す
る
と
い
っ
た
活
動
は
、
現

代
に
お
い
て
は
、
構
造
的
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
え
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
技
術
自
体
が
、
そ
う
し
た
反
省
的
洞
察
に
と
っ

て
代
わ
り
、
長
い
時
間
を
か
け
て
考
え
る
と
い
う
活
動
を
不
要
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
メ

デ
ィ
ア
哲
学
者
で
あ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ト
ラ
i
（
津
δ
費
圃
畠
田
巳
Φ
お
H
潔
ω
－
）
は
、
一
九
九
三
年
に
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
「
メ
デ
ィ

ア
美
学
と
メ
デ
ィ
ア
史
」
講
座
の
主
任
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
と
き
、
か
つ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
芸
術
の
終
焉
」
を
語
っ
た
そ
の
同
じ
場
所
で

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
P

一
九
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二
〇

門
哲
学
の
終
焉
」
、
つ
ま
り
哲
学
が
技
術
的
思
考
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
宣
言
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
薫
れ
ば
キ
ト
ラ
ー
独
特
の
イ
ロ

ニ
ー
を
含
ん
だ
挑
発
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
の
日
本
の
現
実
を
み
て
い
る
と
そ
れ
は
イ
ロ
ニ
ー
で
も
冗

談
で
も
な
く
、
端
的
な
事
実
と
化
し
つ
つ
あ
る
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
に
抗
し
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
思
考
に
包
囲
さ
れ
た
今

ほ
ど
、
哲
学
的
な
思
考
が
要
求
さ
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
と
雷
い
た
い
。

　
わ
た
し
が
主
張
し
た
い
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
的
経
験
の
美
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
に
は
長
い
時
問
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
藤
幡
正
樹
は
、
口
↓
鼠
い
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
ハ
イ

パ
ー
リ
ン
ク
と
い
う
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
に
お
い
て
今
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ふ
れ
た
経
験
の
意
味
が
ま
だ
理
解
で
き
な
い
と
言
い
、

乏
冒
幽
。
≦
ω
○
ω
に
標
準
で
付
い
て
く
る
「
ソ
リ
テ
ィ
ア
」
と
い
う
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
の
論
理
的
な
仕
組
み
を
直
感
的
に
把
握
す
る
の
に
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

週
間
も
費
や
し
た
と
述
べ
る
。
頃
円
ζ
い
を
書
く
こ
と
、
ゲ
ー
ム
を
す
る
こ
と
自
体
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
形
式
的
構
造
を
理

解
す
る
こ
と
も
、
少
し
努
力
す
れ
ぽ
で
き
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
経
験
が
そ
も
そ
も
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る

の
か
を
理
解
す
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
広
い
意
味
で
は
、
人
工
的
な
も
の
（
昏
①
銭
叶
養
。
芭
）
の
経
験
と
い
う
美
学
上

の
大
き
な
テ
ー
マ
に
結
び
つ
く
問
題
で
あ
る
。

　
コ
ン
ピ
ュ
…
タ
音
楽
の
作
曲
家
で
あ
る
三
輪
翼
弘
は
、
二
〇
〇
七
年
の
ア
ル
ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
カ
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
音
楽
部
門
の
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た
が
、
そ
の
受
賞
対
象
と
な
っ
た
の
は
「
逆
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
音
楽
扁
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル

技
術
を
用
い
た
具
体
的
な
楽
曲
で
は
な
か
っ
た
。
「
逆
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
音
楽
」
と
い
う
の
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ビ
ッ
ト
演
算
子
の
ひ

と
つ
で
あ
る
「
×
○
刃
（
排
弛
的
論
理
和
）
」
演
算
子
の
動
作
を
、
人
聞
の
身
体
に
よ
っ
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
、
そ
の
「
出
力
結
果
」
が
音
楽

作
品
と
な
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
フ
ォ
…
マ
ー
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
一
ビ
ッ
ト
の
メ
モ
リ
を
も
つ
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
と
し

て
動
く
わ
け
で
あ
る
が
、
全
体
を
ス
ム
ー
ズ
に
動
か
す
た
め
に
は
も
ち
ろ
ん
か
な
り
の
練
翌
を
必
要
と
し
、
「
エ
ラ
ー
」
も
発
生
す
る
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
音
楽
と
い
う
分
野
の
最
前
線
で
活
躍
し
て
き
た
三
輪
翼
壁
の
よ
う
な
作
臨
家
が
、
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
ク
レ
ー
ジ
ー
と
も



い
え
る
着
想
に
到
達
し
た
の
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
明
ら
か
に
、
論
理
演
算
と
い
う
も
の
を
身
体
を
通

し
て
直
感
的
に
理
解
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
三
輪
貫
弘
は
ま
た
、
蓄
音
機
の
発
明
以
来
す
で
に
人
類
が
一
世
紀
以
上
も
親
し
ん
で
き
た
「
録
音
さ
れ
た
音
響
」
と
い
う
経
験
を
、
私
た

ち
は
ま
だ
理
解
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
レ
コ
ー
ド
や
C
D
で
「
音
楽
を
聴
く
偏
と
私
た
ち
は
言
う
が
、
三
輪
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
音

楽
で
は
な
く
て
、
音
の
記
録
で
あ
る
情
報
を
元
に
電
子
回
路
と
ス
ピ
ー
カ
に
よ
っ
て
出
力
さ
れ
た
音
響
で
あ
り
、
音
楽
と
は
ま
っ
た
く
別
な

何
か
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
録
音
さ
れ
た
も
の
な
ど
真
の
音
楽
で
は
な
い
、
本
当
の
音
楽
は
ラ
イ
ブ
に
限
る
、
な
ど
と
い
っ
た
意
味
で
は

ま
っ
た
く
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
は
録
音
さ
れ
た
音
響
そ
れ
自
体
に
本
気
で
注
意
を
向
け
、
そ
の
意
味
を
問
い
か
け
た
こ
と
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
工
的
な
音
響
と
い
う
現
象
に
は
呼
び
名
す
ら
な
い
と
彼
は
言
い
、
そ
れ
を
「
録
楽
」
と
名
付
け
る
こ
と
を
提

唱
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
認
識
は
、
三
輪
当
今
が
作
曲
家
の
佐
近
田
展
康
と
共
に
組
織
し
て
い
る
ユ
ニ
ッ
ト
「
フ
ォ
ル
マ
ン
ト
兄
弟
」
の
最
近
の
活
動
に

も
、
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。
近
作
『
フ
レ
デ
ィ
ー
の
墓
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
』
に
お
い
て
佐
近
田
は
、
か
つ
て
実
在
し
た

人
間
の
歌
声
を
、
ゼ
ロ
か
ら
人
工
的
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
れ
は
最
新
の
音
響
合
成
技
術
を
も
っ
て
し
て
も
極
め
て
困

難
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
ん
に
音
響
ス
ペ
ク
ト
ル
を
似
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
た
発
声
器
宮
の
個
体
的
特
認
に
由
来
す
る
複

雑
な
翠
微
、
ミ
リ
秒
単
位
で
変
化
し
続
け
る
定
式
化
不
可
能
な
パ
タ
ー
ン
を
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
佐
近
田
は
そ
の
た

め
に
「
声
帯
の
緊
張
度
」
を
は
じ
め
と
す
る
特
徴
的
な
変
化
を
独
自
の
方
法
で
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
化
し
、
そ
れ
に
伴
う
莫
大
な
数
の
パ
ラ
メ
ー

タ
ー
を
職
人
的
な
勘
と
手
作
業
で
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
た
。

　
「
フ
レ
デ
ィ
ー
」
と
は
、
世
界
的
に
有
名
な
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
「
O
¢
国
国
乞
」
の
ボ
ー
カ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
一
九
九
一
年
に
H
I
V
に
よ

っ
て
亡
く
な
っ
た
フ
レ
デ
ィ
i
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
人
工
的
な
声
の
元
に
な
っ
た
の
は
、
本
人
の
肉

声
の
印
象
で
す
ら
な
く
、
C
D
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
世
界
的
に
拡
が
っ
た
音
響
（
彼
ら
の
言
葉
で
言
え
ば
「
三
楽
」
）
な
の
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
P

二
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ニ
ニ

こ
の
作
晶
に
お
け
る
フ
レ
デ
ィ
ー
の
声
を
、
フ
ォ
ル
マ
ソ
ト
兄
弟
は
「
死
者
な
き
亡
霊
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
「
死
者
」
と
は
も
ち
ろ
ん
、
実
在

し
た
一
入
の
人
間
、
つ
ま
り
か
つ
て
旧
イ
ギ
リ
ス
領
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
ザ
ン
ジ
バ
ル
で
ペ
ル
シ
ア
系
の
両
親
の
元
に
生
ま
れ
た
フ
ァ
ル
ー
ク
・

バ
ル
サ
ラ
と
い
う
男
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
二
十
世
紀
の
音
響
装
置
に
よ
っ
て
録
音
さ
れ
媒
介
さ
れ
、
多
く
の
人
に
共
有
さ

れ
て
い
る
「
あ
の
フ
レ
デ
ィ
ー
」
の
歌
声
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
声
は
、
は
じ
め
か
ら
デ
ジ
タ
ル
情
報
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
い
か
な
る
実
在
の
痕
跡
で
も
な
い
。
「
死
者
な
き
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
歌
手
の
肉
声
の
「
痕
跡
」
と
し
て
録
音
さ
れ
た
音
響
は
、

こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
た
ん
に
録
音
さ
れ
た
音
響
の
経
験
だ
け
で
は
な
く
、
人
工
的
な
も
の
　
般
の
経
験
に
関
す
る
、
重
要
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
し
て
、

わ
た
し
は
こ
の
作
品
を
理
解
し
て
い
る
。
人
工
的
な
も
の
の
美
学
は
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ぽ
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
構
築
し
て
ゆ
く
た
め
に

は
、
人
工
的
な
も
の
の
経
験
が
与
え
る
未
踏
の
領
野
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
芸
術
的
試
み
、
つ
ま
り
本
来
の
意
味
で
の
メ
デ
ィ
ア
芸
術
の
試
み

と
歩
み
を
共
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
理
論
構
築
の
過
程
を
通
じ
て
の
み
、
メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
と
い
う

問
い
を
有
意
昧
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）
　
門
ω
丙
囲
Z
l
U
間
く
目
感
覚
の
回
路
を
開
く
」
（
一
九
九
九
年
五
月
二
五
日
差
六
月
＝
一
［
口
、
一
兀
龍
池
小
学
校
）
。

（
2
）
　
「
b
d
国
》
O
O
Z
扁
（
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
伊
藤
高
志
、
稲
壇
経
士
、
［
丙
。
も
摩
瓢
α
q
凶
十
》
誰
創
。
扁
（
小
杉
美
穂
子
十
安
藤
安
彦
）
、
吉

　
岡
洋
。
一
九
九
九
年
に
中
墓
大
学
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
C
ス
ク
エ
ア
」
、
二
〇
〇
一
年
に
I
C
C
「
テ
ク
ノ
・
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」
、
二
〇
〇
四
年
に
大

阪
成
腰
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー
門
ω
窓
8
ご
ご
扁
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
。
）

（
3
）
　
門
岐
畢
お
お
が
き
ビ
エ
ン
ナ
…
レ
N
O
O
①
」
（
二
〇
〇
六
年
｝
○
月
六
日
～
一
五
日
、
岐
阜
県
大
垣
市
内
各
所
）
参
照
¢
菊
ぐ
葺
ε
”
＼
＼
≦
≦
≦
．
㌶
ヨ
9
慶
。
。
．

　
蓉
壱
＼
謀
Φ
目
巴
9
①
＼

（
4
）
　
「
》
刃
ω
幽
趣
罵
0
8
カ
O
Z
H
O
｝
8
霧
」
キ
ャ
ン
パ
ス
展
示
（
二
〇
〇
五
年
九
月
、
リ
ン
ツ
芸
術
大
学
）
「
ア
ル
ス
・
エ
レ
ク
ト
μ
川
止
」
と
は
、
オ
ー



　
ス
ト
リ
ア
の
リ
ン
ツ
で
～
九
七
九
年
以
来
毎
年
行
な
わ
れ
て
い
る
、
メ
デ
ィ
ア
芸
術
の
国
際
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
。
参
照
¢
菊
ビ
簿
ε
…
＼
＼
乏
≦
≦
．
9
。
Φ
ρ
p
け
＼

　
ヨ
自
①
×
1
篇
Φ
も
げ
℃

（
5
）
　
「
京
都
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
b
。
8
ω
」
（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
四
日
～
一
一
月
三
日
、
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
、
京
都
甫
内
各
所
）
参
照
¢
勾
蝉
ぼ
ε
　
＼
＼
≦
≦
≦
．

σ
§
．
ξ
0
8
遥
．
碧
な
＼
ぜ
。
。
・
置
。
冨
＼
溶
b
u
さ
。
8
ω
＼
o
ユ
α
q
同
轟
く
ぎ
α
①
×
舞
巳

（
6
）
　
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ン
ト
リ
ッ
ジ
歩
き
な
が
ら
歴
史
を
考
え
る
」
（
二
〇
〇
九
年
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
一
月
二
日
～
二
月
～
四

　
日
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
三
月
＝
二
日
～
五
月
九
日
、
広
島
市
現
代
美
術
館
）
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ン
ト
リ
ッ
ジ

歩
き
な
が
ら
歴
史
を
考
え
る
魅
（
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
九
年
）
、
吉
岡
洋
「
日
本
で
ケ
ン
ト
リ
ッ
ジ
を
視
る
」
（
『
現
代
の
眼
駈
、
東
京
国
立
近

代
美
術
館
）
参
照
。

　　　　　1413
）　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

121110987
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

竃
Φ
島
鋤
〉
詳
田
ω
8
ユ
Φ
の
讐
巴
’
σ
《
○
嵩
く
曾
○
鑓
二
］
≦
H
↓
零
Φ
ω
ω
b
O
O
メ

幸
村
真
佐
男
の
個
人
サ
イ
ト
内
（
鐸
な
”
＼
＼
≦
≦
≦
．
ω
け
b
野
ξ
o
－
F
鋤
ρ
甘
＼
騨
。
ゴ
日
霞
p
。
＼
0
8
0
＼
o
霞
窪
巨
）
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。

．
δ
葺
空
Φ
8
．
、
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
が
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
行
な
っ
た
、
自
分
の
衣
服
を
観
客
に
切
り
取
ら
せ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。

参
照
¢
沁
ぐ
耳
ε
　
＼
＼
≦
≦
≦
も
鋤
ぎ
ω
什
讐
δ
戸
畠
＼

参
照
¢
沁
い
…
耳
蔓
＼
＼
≦
≦
≦
■
巨
ω
玖
。
『
げ
器
p
o
o
日
＼
ヨ
き
鑓
づ
碧
＼

参
照
α
図
じ
簿
ε
　
＼
＼
α
Q
≦
Φ
ざ
蹟
＼
一
巳
①
×
も
9

参
照
¢
図
い
渉
簿
P
＼
＼
≦
≦
≦
ヒ
σ
興
ヨ
。
茜
①
鼻
o
o
ヨ
＼
N
O
O
ミ
ω
o
暮
創
ケ
け
巨

も
っ
と
も
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
は
か
つ
て
同
席
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
世
界
中
で
一
千
万
人
が
同
時
に
自
分
と
同
じ
こ
と
を
す
れ
ば
数
ヶ
月
で
O
o
o
・

oQH

ｳ
を
買
収
で
き
る
と
も
語
っ
て
い
た
。

（
1
5
）
　
参
照
d
幻
ご
耳
8
…
＼
＼
≦
≦
≦
◆
ω
8
一
母
ρ
〈
鉾
o
o
臼
e
磐
＼

（
1
6
）
　
ス
テ
ラ
ー
ク
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
批
評
家
マ
リ
ー
ナ
・
グ
ル
ジ
ニ
ッ
チ
は
「
身
体
の
政
治
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
ま

　
た
カ
ナ
ダ
の
哲
学
者
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
マ
ス
ミ
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
薩
ガ
タ
リ
の
「
生
成
」
概
念
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
。
ζ
純
築
9
0
「
臥
鉱
P
の
慰
ミ
さ
き
ミ
塾

　
ミ
N
襲
6
の
ミ
§
恥
§
職
さ
。
ミ
繁
多
ミ
ミ
鴨
b
口
。
§
（
髪
容
冨
げ
o
o
ぎ
b
。
0
8
ご
⑦
欝
N
犠
鳶
§
鳴
ミ
§
轟
§
》
（
聾
Φ
o
嘗
。
富
一
〇
〇
乱
葺
轟
田
ω
け
。
蔓
”

↓
冨
。
憂
”
鋤
民
㌘
9
。
〇
二
8
γ
巴
’
ζ
鋤
お
轟
a
ω
ヨ
詳
互
（
ζ
圃
一
門
　
勺
同
Φ
ω
ω
　
卜
Q
O
O
α
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
）
．

（
1
7
）
　
参
照
¢
肉
じ
ぼ
ε
”
＼
＼
≦
≦
華
幣
ヨ
国
9
鋤
。
甘
＼
玄
Φ
毒
巴
①
O
①
＼
日
本
で
は
実
際
の
病
院
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
映
像
を
用
い
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

メ
デ
ィ
ア
芸
術
と
は
何
か
？
・

二
三
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二
四

が
行
な
わ
れ
た
。

（
1
8
）
　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ベ
ン
ザ
ー
・
ク
ラ
イ
ス
ト
が
活
動
拠
点
と
し
て
い
る
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
譲
O
Z
閃
（
頃
〇
二
ω
①
o
｛
Z
簿
霞
巴
霊
ぴ
Φ
吋
）
の

　
サ
イ
ト
を
参
照
。
霧
琶
”
＼
＼
≦
≦
≦
出
簿
嚢
9
。
一
点
一
げ
①
村
。
8
ヨ
＼

（
1
9
）
　
参
照
¢
脚
い
…
耳
ε
”
＼
＼
≦
乏
≦
■
び
δ
窯
㊦
ω
窪
。
Φ
h
o
ヨ
＼

（
2
0
）
　
参
照
ご
菊
『
耳
8
”
＼
＼
≦
≦
≦
e
σ
一
〇
康
①
ω
窪
。
Φ
b
o
ヨ
＼
ヨ
p
コ
罵
。
峯
ψ
霧
巨

（
2
1
）
　
藤
幡
正
樹
隅
不
完
全
な
現
実
　
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
経
験
舳
（
N
T
T
出
版
、
二
〇
〇
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
ARTICLES　IN　T］E［IS　ISSUE

　　　　　　　　　　What　is　Media　Art？

From　theoretical　and　curatorial　point　of　view

　　　　　　Hiroshl　YosHioKA

Professor　of　Aesthetics　＆　Art　History

　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　term　‘CMedia　Art”　（“Media　Geijutsu”）　seems　to　reflect　a　certain　confusion

in　the　contemporary　Japanese　culture，　a　confusion　about　tihe　relation　of　art，

technology　and　popular　culture．　While　we　have　recently　seen　a　strong　politi¢al

trend　to　favor　japanese　pop　culture　like　Manga，　Animation　and　lnteractive　Game

under　the　title　of　“media　art，”　we　can　hardly　find　serious　theoretical　studies　on　how

we　should　understand　“rnedia”　in　today’s　context，　or　what　its　relation　to　fine　art

and　popular　culture　is．　On　the　other　hand，　through　my　experience　as　the　director

of　contemporary　arts　and　media　arts　festivals　such　as　“Kyoto　Biennale　2003”　or

“Ogaki　Biennale　2ee6，”　1　have　keenly　felt　that　“media　art”　still　waits　for　its　proper

definition，　and　is　open　for　philosophical　investigation　into　the　nature　and　the

function　of　media　art　in　our　society．

　　My　point　is　that　it　should　be　totally　misleading　to　define　“media　art”　as　some－

thing　like　“a　form　of　art　using　（digital　or　new）　media．”　Media　is　not　a　method　or

tool　of　art，　but　the　central　question　asked　in　various　forms　of　artistic　expression．

In　my　view，　“media　art”　since　the　late　1980s　is　something　tota｝ly　different　from

“computer　art”　in　the　1960s，　which　was　pursued　as　a　form　of　Avant－garde　art

movement．　The　computer　was　not　“media，”　but　a　gigantic　mainframe　at　that　time，

generally　regarded　as　a　mythical　machine．　After　the　1980s　we　have　seen　digital

computing　in　the　form　of　“new　media”　penetrating　deeper　and　deeper　into　the

society，　culture　and　our　private　life．　Even　most　intimate　areas　of　our　private　life
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are　not　free　from　the　influence　of　media　and　technology．　“Media　art，”　in　its

contemporary　sense，　should　be　understood　as　an　activity　to　respond，　critically　and

artistically，　to　this　highly　developed　media－environment　of　ours．

　　XMany　of．　us　may　normally　thinl〈　that　we　use　technology　because　it　helps　us　doing

things　easier．　Under　this　utilitarian　appearance，　however，　technology　does　have　its

own　“aesthetic”　dimension，　which　“media　art”　try　to　address　through　its　various

attempts　to　deviate　media　from　its　normal，　instructed　usage．　lt　is　crucially　impor－

tant　to　develop　a　new　franaework　of　aesthetics　together　with　a　renovated　under－

standing　of　art．　This　does　not　necessarily　mean　the　negation　of　classical　aesthetics

or　modernist　understanding　of　art，　but　an　extension　of　aesthetics　and　art　theory．

　　To　draw　an　outline　of　“inedia　art”　as　1　understand　it，　1　pick　up　in　this　essay　some

of　various　attempts　related　to　topics　of　“interactivity，”　“network，”　“body　and　life”

and　“the　experience　of　the　artificial．”　Owing　to　limited　space　1　only　gives　a　brief

critical　comment　to　each　of　these　worl〈s．　All　works　1　mention　here　are　those　1　am，

through　my　research　or　curatorial　activities，　directly　familiar　with．　1　hope　my

attempt　will　be　understood　as　a　starting　point　to　construct　“aesthetics　of　the

artificial，”　a　research　field　which　1　believe　will　constitute　an　important　part　in　the

investigation　of　technology－conscious　art　works　and　artistic　activities　in　the

coming　decades．

　　　　　Word　and　Reality

The　Meaning　of　‘Activity　Term’

　　　　　　Yasuo　DEGucHI

Associate　Professor　of　Philosophy

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　Some　scientific　terms　such　as　‘electrons’　and　‘the　speed　of　light’　appear　to　refer

to　entities　that　are　not　directly　observable．　According　to　anti－realism，　one　can

explain　any　scientific　activity　as　rational　and　making　sense　without　believing　in

the　existence　of　those　entities．　ln　contrast，　realists　argue　that　one　cannot．　Among

many　strands　of　realism　is　activity　realism　which　claims　that　we　need　to　believe　in

the　existence　of，　say　electrons　and　the　speed　of　light　in　explaining　an　important

scientific　activity　called　‘measurement　networking’．　lt　also　upholds　that　in　the
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