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作
品
の
活
力
は
、
中
に
盛
ら
れ
て
る
作
者
の
生
活
的
翹
望
か
ら
来
る
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。
ま

た
、
「
身
を
以
て
書
く
」
、
「
血
を
以
て
書
く
」
と
い
う
こ
と
が
、
理
想
的
に
説
か
れ
る
。
そ
し
て
、
キ

リ
ス
ト
に
対
し
て
、
羨
望
或
は
感
嘆
の
意
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
、
余
り
に
文
学
的
な
る
文
学
に
対
し
て
、
よ
り
少
く
文
学
的
な
る
文
学
を
要
望
す
る
こ
と
で
あ

り
、
更
に
云
え
ば
、
文
学
を
「
文
学
以
後
」
よ
り
、
「
文
学
以
前
」
に
引
戻
さ
ん
と
す
る
方
向
を
指
示
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

「
文
学
の
貧
困
」
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
の
中
に
於
け
る
「
文
学
的
な
る
も
の
」
の
貧
困
の
謂
で
は
な
い
。

否
却
っ
て
、
「
文
学
的
な
ら
ざ
る
も
の
」
の
貧
困
の
謂
で
あ
ろ
う
。

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
於
て
、
或
は
一
般
読
書
界
に
於
い
て
、
文
学
の
気
息
が
細
っ
て
き
た
原
因
は
、

「
文
学
的
な
る
も
の
」
の
欠
乏
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
文
学
的
な
ら
ざ
る
も
の
」
の
欠
乏
に
あ
る
。

　
文
学
作
品
か
ら
、
或
は
中
間
物
へ
、
或
は
実
話
物
へ
、
或
は
論
説
へ
転
向
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

読
者
の
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
一
体
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
一
言
で
云
え
ば
、
情
緒
や
感
動
や
思
想
　

　
而
も
直
截
簡
明
な
そ
れ
ら
で
あ
る
。
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文
学
の
素
材
の
な
か
に
、
或
は
作
者
の
な
か
に
、
情
緒
や
感
動
や
思
想
が
涸
渇
し
て
き
た
と
は
、
敢
て

断
言
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
ら
が
文
学
と
し
て
表
現
さ
れ
る
時
に
は
、
勿
論
、
文
学
的
扮
装
を
以

て
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
学
的
扮
装
は
、
一
歩
誤
れ
ば
、
そ
の
主
体
を
生
か
す
ど
こ
ろ
か
、
却
っ

て
窒
息
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。

　
文
学
的
扮
装
は
、
「
文
学
的
な
ら
ざ
る
も
の
」
　
　
或
は
「
文
学
以
前
の
も
の
」
を
、
生
き
た
事
実
と

し
て
具
体
的
に
表
現
す
る
手
段
に
外
な
ら
な
い
。
然
る
に
、
こ
の
扮
装
の
重
み
の
下
に
、
表
現
せ
ん
と
す

る
主
体
を
窒
息
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
自
身
の
自
殺
以
外
の
何
物
を
も
意
味
し
な
い
。
地
肌
を
ぬ
り
つ

ぶ
す
厚
化
粧
が
、
や
が
て
、
化
粧
法
の
自
殺
を
意
味
す
る
の
と
、
同
様
で
あ
る
。

「
作
家
た
る
も
の
は
、
芸
術
の
た
め
に
凡
て
を
捧
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
作
家
に
と
っ
て
は
、
生
活
で
さ
え
も

一
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
」
　
　
こ
う
い
う
悲
壮
な
言
葉
は
、
文
学
が
一
の
意
欲
を
持
ち
、
生
活
的
現
実

に
対
し
て
批
判
的
関
連
を
持
つ
限
り
に
於
い
て
の
み
　
　
全
く
そ
の
限
り
に
於
い
て
の
み
、
意
義
を
有
す

る
。
そ
し
て
、
文
学
が
製
造
工
場
の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
、
そ
の
生
産
方
法
に
の
み
適
用
さ
れ
る
時
、
こ

の
言
葉
は
、
文
学
そ
の
も
の
を
没
落
さ
せ
る
作
用
を
し
か
な
さ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
貧
困
は
、
生
産
不
足
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
生
産
過
剰
か
ら
も
来
る
こ
と
は
、
近
代
の
常
識
で
あ
る
。
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文
学
は
一
の
加
工
品
で
あ
る
。
素
材
に
、
文
学
的
加
工
を
加
え
て
、
文
学
が
出
来
上
る
。
た
と
い
文
学

が
、
生
活
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
生
活
情
意
の
流
露
で
あ
り
、
或
は
生
活
か
ら
咲
き
出
た
花
で
あ
ろ
う
と
も
、

現
わ
し
流
露
さ
せ
花
咲
か
せ
る
と
こ
ろ
に
、
加
工
的
な
　
　
生
産
的
な
　
　
労
力
が
存
在
す
る
。

　
随
っ
て
、
文
学
を
分
析
し
て
、
か
り
に
、
素
材
か
ら
く
る
も
の
を
「
文
学
的
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
し
、

生
産
的
労
力
か
ら
く
る
も
の
を
「
文
学
的
な
る
も
の
」
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
文
学

的
な
る
も
の
」
の
過
剰
は
、
即
ち
文
学
の
過
剰
で
あ
っ
て
、
文
学
の
過
剰
は
、
や
が
て
、
文
学
の
貧
困
を

来
す
こ
と
が
あ
る
。

　
問
題
は
、
量
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
質
に
あ
る
。
作
品
の
数
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
作
品
の
中
に

含
ま
っ
て
る
「
文
学
的
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
「
文
学
的
な
る
も
の
」
と
の
割
合
に
あ
る
。
前
者
が
余
り
に

優
位
を
保
つ
時
に
は
、
文
学
の
不
足
　
　
生
産
不
足
　
　
を
来
す
。
後
者
が
余
り
に
優
位
を
保
つ
時
に
は
、

文
学
の
過
剰
　
　
生
産
過
剰
　
　
を
来
す
。

　
こ
う
い
う
意
味
に
於
い
て
、
文
学
の
生
産
不
足
は
、
文
学
を
「
文
学
以
前
」
に
引
戻
す
と
共
に
、
文
学

に
対
す
る
需
要
を
増
加
さ
せ
、
文
学
の
生
産
過
剰
は
、
文
学
を
「
文
学
以
後
」
に
押
し
や
る
と
共
に
、
文

学
に
対
す
る
需
要
を
減
少
さ
せ
る
。

　
嘗
て
、
音
楽
に
つ
い
て
、
「
余
り
に
音
楽
が
多
す
ぎ
る
。
」
と
叫
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
文
学
に
つ
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い
て
も
、
「
余
り
に
文
学
が
多
す
ぎ
る
。
」
と
叫
ば
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
否
、
そ
れ
は
既
に
叫
ば
れ
て

い
る
。

　
文
学
の
過
剰
に
食
傷
し
た
精
神
に
と
っ
て
は
、
「
文
学
以
前
」
の
も
の
が
、
新
た
な
魅
力
を
帯
び
て
く

る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
太
陽
は
落
葉
の
床
の
中
に
金
色
の
ち
か
ち
か
光
る
足
で
飛
び
込
ん
で
来
て
、
落
葉
は
羽
蒲
団
よ
り

　
　
も
ふ
か
ふ
か
し
て
暖
に
な
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
中
で
、
冬
枯
れ
の
草
の
根
の
様
に
う
っ
と
り
と
し
て

　
　
横
に
な
っ
て
居
た
。

　
　
　
陽
が
お
ち
る
と
森
の
中
は
扇
を
た
た
む
様
に
ぱ
た
ぱ
た
と
暗
く
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
女
の
心
に
も

　
　
黒
い
羽
根
が
と
じ
ら
れ
て
夜
の
様
な
陰
欝
が
た
れ
さ
が
っ
た
。

　
　

　
　
　
夜
は
蛭
に
似
た
口
で
落
葉
か
ら
昼
の
暖
か
さ
を
吸
い
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
は
が
た
が
た
ふ
る

　
　
え
て
、
こ
わ
ば
り
か
け
た
体
を
む
り
に
引
き
起
す
と
枯
枝
に
火
を
た
き
つ
け
た
。
火
は
闇
を
引
き
さ

　
　
い
て
、
彼
女
の
苦
し
さ
を
幾
分
軟
げ
た
。

　
　
　
暫
く
た
つ
と
夜
は
彼
女
に
ね
む
り
を
な
げ
つ
け
た
。
彼
女
は
あ
ら
ゆ
る
悲
し
み
と
淋
し
さ
を
し
ぼ
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り
出
し
て
、
か
ら
の
チ
ュ
ー
ブ
の
様
に
な
っ
て
深
い
ね
む
り
に
お
ち
た
。

　
右
の
文
章
を
、
人
は
何
と
思
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
太
陽
は
金
色
の
ち
か
ち
か
光
る
足
で
飛
び
込
ん
で
き

、
」
「
森
の
中
は
扇
を
た
た
む
よ
う
に
ぱ
た
ぱ
た
と
暗
く
な
り
、
」
「
夜
は
蛭
に
似
た
口
で
昼
の
暖
か
さ

を
吸
い
取
り
、
」
「
彼
女
は
か
ら
の
チ
ュ
ー
ブ
の
よ
う
に
眠
る
、
」
…
…
そ
う
し
た
描
写
は
と
も
す
る
と

反
感
を
懐
か
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
反
っ
て
興
味
を
持
た
せ
る
か
、
或
は
少
く
と
も
快
い
微
笑

を
催
さ
せ
る
。
所
以
は
、
文
学
の
過
剰
か
ら
免
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
実
は
右
の
文
章
は
、
椋
鳩
十
氏
の
「
山
窩
調
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
「
山
窩
調
」
は
椋
氏
が
祖
父
か

ら
き
い
た
山
窩
生
活
の
話
を
書
き
と
め
た
も
の
の
由
で
、
文
学
的
作
意
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
た

と
い
文
学
的
作
意
が
多
少
あ
っ
た
に
せ
よ
、
畢
竟
「
文
学
以
前
」
の
も
の
で
、
文
学
の
過
剰
な
ど
は
つ
ゆ

ほ
ど
も
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
否
そ
れ
故
に
こ
そ
人
を
惹
き
つ
け
る
特
殊
の
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
と
、
こ
ん
な
こ
と
を
云
う
の
は
、
私
が
文
学
に
食
傷
し
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
う
一
つ
実
例
を
も
ち
出
し
て
み
よ
う
。

　
横
光
利
一
氏
の
「
思
い
出
」
を
読
ん
だ
者
に
向
っ
て
、
ど
う
い
う
場
面
が
一
番
頭
に
残
っ
て
る
か
と
尋

ね
た
ら
、
恐
ら
く
答
え
は
十
人
十
種
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
の
頭
に
は
、
古
賀
が
自
動
車
の
前
部
に
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抱
き
つ
い
た
と
こ
ろ
が
、
一
番
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
。
残
っ
て
る
と
は
、
思
い
出
す
こ
と
で
あ
っ
て
、

私
一
個
の
嗜
好
か
反
撥
か
が
加
わ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
あ
す
こ
を
忘
れ
去
る
者
は
少
い

だ
ろ
う
。

　
然
る
に
、
そ
こ
が
、
ど
う
い
う
風
に
書
か
れ
て
い
る
か
、
煩
を
い
と
わ
ず
引
用
し
て
み
る
。
　
　

　
　
　
彼
は
夏
子
に
店
を
や
め
ろ
と
い
う
代
り
に
、
こ
と
ご
と
に
突
っ
か
か
っ
て
は
殴
り
つ
け
た
り
蹴
飛

　
　
ば
し
た
り
、
夜
に
な
っ
て
寝
静
ま
っ
た
こ
ろ
に
な
る
と
、
突
然
飛
び
起
き
て
は
、
暴
れ
廻
っ
て
隣
り

　
　
近
所
の
眼
を
醒
し
た
り
し
た
こ
と
は
度
々
だ
っ
た
。
そ
れ
が
殆
ん
ど
毎
夜
の
よ
う
に
つ
づ
き
出
す
と
、

　
　
夏
子
も
だ
ん
だ
ん
度
胸
が
据
り
、
や
が
て
事
実
は
古
賀
の
疑
い
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
来
た
。
あ
る
夜
、

　
　
古
賀
は
ひ
ど
く
気
崩
れ
の
あ
っ
た
場
か
ら
の
帰
り
の
途
で
、
料
亭
か
ら
出
て
来
る
夏
子
の
後
を
こ
っ

　
　
そ
り
つ
け
て
い
く
と
、
暗
い
横
丁
に
待
っ
て
い
た
五
十
す
ぎ
の
立
派
な
紳
士
が
夏
子
と
竝
ん
で
歩
き

　
　
出
す
の
を
見
た
。
古
賀
は
疑
い
が
そ
ん
な
風
に
事
実
と
一
致
し
て
い
る
状
態
を
眼
の
あ
た
り
に
見
る

　
　
と
、
く
ら
く
ら
し
て
く
る
中
で
も
、
今
夜
こ
れ
か
ら
自
分
は
ど
う
し
た
ら
良
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。

　
　
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
し
た
っ
て
多
分
夏
子
を
殺
す
か
男
を
殺
す
か
の
ど
ち
ら
か
に
ち
が
い
な
い
以
上
、

　
　
も
う
ど
ち
ら
で
も
同
じ
こ
と
だ
と
思
っ
た
瞬
間
、
不
意
に
、
ぎ
ら
り
と
輝
い
て
現
れ
た
自
動
車
の
ヘ
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ッ
ド
ラ
イ
ト
を
抱
き
か
か
え
て
じ
っ
と
身
を
か
が
め
た
ま
ま
動
か
ず
に
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
。

　
　
　
あ
あ
、
も
う
死
ぬ
と
こ
ろ
だ
っ
た
、
そ
う
彼
は
思
っ
て
自
動
車
か
ら
身
を
起
す
と
、
そ
れ
で
は
い

　
　
っ
そ
の
こ
と
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
と
あ
き
ら
め
よ
う
と
思
っ
て
、
家
に
帰
っ
て
来
た
。

　
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
に
は
、
前
後
の
叙
述
の
重
力
が
加
わ
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
描
写

は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
妙
に
忘
れ
ら
れ
な
い
の
か
。
特
異
な
事
柄
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
も
あ
る
。
が
何
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
特
異
な
事
柄
が
、
文
学
の
過
剰
か
ら
免
れ
て
い
る
か
ら
、

じ
か
に
読
者
の
胸
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
横
光
利
一
氏
の
近
業
に
は
、
二
つ
の
手
法
が
観
取
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
人
間
の
心
理
の
探
求
に
当
っ
て
、

心
理
の
動
向
の
一
般
的
方
式
を
求
め
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
人
間
の
運
命
の
推
移
を
、

多
面
的
に
観
察
し
て
、
そ
の
多
く
の
面
の
綜
合
に
よ
っ
て
一
の
立
像
組
立
て
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前

者
は
や
や
も
す
れ
ば
作
品
を
稀
薄
に
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
後
者
は
作
品
を
濃
密
に
す
る
強
み
を
持
つ
。
そ

し
て
こ
の
後
者
の
強
み
は
、
「
文
学
以
前
」
の
も
の
を
大
胆
に
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
倍
加

す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
＊
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近
代
文
学
の
踠
き
の
一
つ
は
、
文
学
の
過
剰
を
擺
脱
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
そ
の
最
も
顕
著
な
例
は
、
新
ら
し
い
心
理
的
探
求
の
方
面
に
認
め
ら
る
る
。

　
多
く
の
哲
学
者
や
心
理
学
者
に
よ
っ
て
、
吾
々
の
精
神
の
う
ち
に
は
広
汎
な
る
無
意
識
の
世
界
が
存
在

す
る
こ
と
を
、
暗
示
さ
れ
指
示
さ
る
る
や
、
表
面
的
な
泡
沫
的
な
狭
小
な
意
識
の
世
界
を
去
っ
て
、
そ
の

深
遠
広
漠
た
る
無
意
識
の
世
界
へ
、
文
学
も
直
ち
に
と
び
か
か
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
注
意
す
べ

き
は
、
在
来
の
心
理
主
義
が
、
行
為
を
説
明
せ
ん
が
た
め
の
心
理
解
剖
に
止
ま
り
、
や
や
も
す
れ
ば
、
仮

定
の
上
に
立
つ
実
験
室
的
研
究
に
陥
り
が
ち
だ
っ
た
の
に
反
し
て
、
新
ら
し
い
心
理
主
義
は
、
精
神
内
部

の
無
意
識
の
世
界
　
　
現
実
の
世
界
　
　
を
直
接
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
、
大
な
る
野
心
を
抱
い
た
こ
と

で
あ
る
。
「
説
明
の
た
め
」
か
ら
「
描
写
の
た
め
」
へ
の
こ
の
飛
躍
は
、
創
作
態
度
と
し
て
は
、
ま
た
文

学
の
過
剰
か
ら
ぬ
け
出
す
一
方
法
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
構
想
や
表
現
方
法
な
ど
、
凡
て
文
学
的
扮

装
は
、
も
は
や
第
二
義
的
な
位
置
し
か
占
め
な
い
。

　
斯
く
て
、
超
現
実
主
義
は
、
意
識
的
理
性
の
拘
束
を
排
し
、
修
辞
学
的
な
配
慮
を
拒
け
て
、
吾
々
の
精

神
世
界
に
「
存
在
す
る
」
思
想
そ
の
も
の
の
独
自
な
動
き
を
、
ひ
た
す
ら
に
追
窮
し
、
精
神
本
来
の
働
き

を
自
動
的
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
作
品
が
理
性
に
と
っ
て
難
解
或
は
不
可
解
な
も
の
に
な

ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
敢
て
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
。
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ま
た
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
内
部
世
界
の
深
淵
か
ら
、
記
憶
の
連
鎖
を
辿
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
掬
い
あ
げ
て
き
、
一
杯
の
茶
の
香
り
か
ら
さ
え
、
無
数
の
事
柄
を
意
識
の
表
面
に
よ
び
戻
し
、

「
私
」
自
身
を
宇
宙
全
体
の
域
に
ま
で
拡
大
す
る
。
そ
の
結
果
、
一
人
の
少
女
に
出
逢
っ
て
、
そ
れ
に
言

葉
を
か
け
る
ま
で
の
間
に
、
百
頁
を
満
す
ほ
ど
の
雑
多
な
事
柄
を
堆
積
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
問
題
と
す

る
に
足
り
な
い
。
こ
の
「
記
憶
の
連
鎖
」
を
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
は
「
意
識
の
流
れ
」
で
置
き
か

え
て
、
過
去
と
現
在
と
の
境
界
を
更
に
撤
廃
し
、
距
離
の
観
念
を
抹
殺
し
て
、
自
由
奔
放
な
意
識
の
動
き

を
追
求
す
る
。
そ
の
結
果
、
全
く
句
読
点
の
な
い
文
句
の
連
続
　
　
観
念
の
連
続
　
　
の
四
十
頁
を
要
求

し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
。

　
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
戦
争
と
平
和
」
に
、
構
想
の
欠
乏
　
　
「
母
線
」
を
見
る
明
の
欠
乏
　
　
を
難
じ
、

事
実
の
堆
積
に
過
ぎ
な
い
と
論
断
す
る
こ
と
は
、
或
は
至
当
で
あ
ろ
う
。
然
し
上
述
の
諸
作
品
に
対
し
て
、

文
学
的
「
母
線
」
の
欠
如
を
難
ず
る
こ
と
は
、
的
外
れ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
作
品
は
、
在
来

の
文
学
的
観
念
か
ら
脱
却
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
学
の
様
式
を
破
壊
す
る
か
否
か
は
、
問
う
所
で

な
い
。

　
た
だ
問
題
は
、
か
か
る
方
法
が
果
し
て
可
能
な
る
や
否
や
に
在
る
。
そ
し
て
最
大
の
危
険
は
、
意
識
的

構
成
を
避
く
る
こ
と
に
於
て
、
却
っ
て
、
新
た
な
意
識
的
構
成
　
　
新
た
な
文
学
の
過
剰
　
　
を
招
来
す
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る
こ
と
に
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
や
ジ
ョ
イ
ス
の
模
倣
者
は
、
殊
に
超
現
実
主
義
の
末
派
は
、
既
に
こ
の
危

険
に
陥
り
つ
つ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
新
鮮
な
魅
力
は
、
多
く
は
、
「
文
学
的
な
ら
ざ
る
も
の
」
か
ら
来
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
そ
の

勃
興
当
時
、
こ
の
新
鮮
な
魅
力
を
多
分
に
持
っ
て
い
た
。

「
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
先
ず
経
済
的
見
地
か
ら
見
る
。
随
っ
て
芸
術
に
つ
い
て
も
、
も
ろ
も
ろ
の
生

産
力
の
状
態
を
第
一
に
考
察
し
、
そ
れ
ら
の
生
産
力
の
状
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
社
会
的
環
境
を
第
二

に
考
察
し
、
そ
れ
か
ら
作
者
及
び
作
品
に
及
ぶ
。
」
　
　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
文
学
は
、
階
級
闘
争

の
武
器
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
」
　
　
こ
う
い
う
二
つ
の
　
　
芸
術
観
と
「
指
導
精
神
」
と
を
結

び
合
せ
て
考
え
る
時
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
文
学
か
ら
文
学
の
衣
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
が
必
然
と
な
る
。

　
文
学
か
ら
文
学
の
衣
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
は
、
文
学
を
「
文
学
以
前
」
の
も
の
に
引
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
文
学
以
前
」
に
引
戻
さ
れ
た
文
学
を
、
文
学
の
過
剰
に
食
傷
し
て
い
た
一
般
大
衆
は
、
喜
ん

で
迎
え
た
。

　
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
度
重
っ
て
繰
返
さ
れ
、
公
式
的
な
も
の
に
な
る
時
、
一
般
大
衆
の
う
ち
の
文
学

的
読
者
層
は
、
再
び
文
学
を
要
望
す
る
よ
う
に
な
り
、
作
者
の
方
で
も
、
文
学
的
労
働
と
し
て
の
デ
ィ
レ
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ン
マ
に
陥
る
。

　
初
め
か
ら
文
学
と
し
て
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
な
ら
ば
、
問
題
は
な
い
。
或
は
、
在
来
の
文
学
的
概
念

と
は
異
っ
た
概
念
を
持
っ
て
く
る
こ
と
も
、
可
能
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
新
ら
し
い
階
級
の
新
た
な

文
学
と
し
て
　
　
や
は
り
文
学
と
し
て
　
　
生
産
さ
れ
る
以
上
、
そ
し
て
同
一
種
類
の
生
産
が
く
り
返
さ

れ
る
場
合
、
一
方
に
は
、
数
量
的
に
、
需
要
に
超
過
す
る
供
給
を
来
し
、
他
方
に
は
、
品
質
的
に
、
生
産

工
程
に
於
け
る
「
文
学
の
過
剰
」
を
来
す
。

　
そ
の
た
め
に
「
文
学
以
前
」
の
文
学
か
ら
文
学
へ
の
復
帰
が
企
図
さ
れ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
企
図
は
、

生
産
工
程
か
ら
見
れ
ば
、
か
か
る
も
の
を
制
作
し
よ
う
と
い
う
そ
の
意
図
か
ら
来
る
品
質
的
「
文
学
の
過

剰
」
を
、
免
れ
さ
せ
る
結
果
に
な
る
。
ブ
ー
ル
ジ
ョ
ア
文
学
が
、
「
文
学
以
後
」
の
も
の
か
ら
文
学
へ
復

帰
し
よ
う
と
企
図
す
る
時
、
「
文
学
の
過
剰
」
を
振
い
落
す
結
果
に
な
る
の
と
、
同
様
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
、
文
学
の
本
道
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

「
天
才
は
努
力
で
あ
る
。
」
　
　
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
断
じ
て
、
文
学
的
生
産
技
能
に
適
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
主
義
主
張
が
　
　
創
作
態
度
が
　
　
現
実
に
対
す
る
批
判
の
規
準
と
な
っ
て
い
る
間
は
、
生
産

技
能
の
う
ち
に
は
、
種
々
の
文
学
以
前
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
製
造
工
場
の
中
に
於
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け
る
生
産
技
能
の
修
練
は
、
決
し
て
「
天
才
」
に
到
達
す
る
途
で
は
な
い
。

　
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ィ
ド
や
、
近
く
は
寺
田
寅
彦
氏
な
ど
を
、
誰
か
熟
練
工
と
云

い
得
る
者
が
あ
ろ
う
か
。
彼
等
の
深
い
直
観
力
と
鋭
い
智
力
と
の
平
衡
調
和
は
、
決
し
て
生
産
技
能
修
練

の
努
力
か
ら
は
得
ら
る
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
天
稟
に
由
る
と
こ
ろ
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
文
学
以

前
」
に
於
け
る
精
進
に
俟
つ
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
進
ん
で
、
「
身
を
以
て
書
き
、
血
を
以
て
書
く
、
」
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
に
於
て
は
、
「
文
学

な
ら
ざ
る
も
の
」
　
　
或
は
「
文
学
以
前
」
の
も
の
　
　
へ
直
接
関
連
す
る
。
そ
し
て
こ
の
関
連
が
弛
む

に
随
っ
て
　
　
間
接
的
に
な
る
に
随
っ
て
　
　
作
品
は
魂
か
ら
手
先
へ
と
、
手
先
か
ら
ペ
ン
先
へ
と
移
っ

て
ゆ
く
。

　
余
り
に
文
学
が
多
す
ぎ
る
。
文
学
の
過
剰
か
ら
文
学
の
貧
困
を
来
し
て
い
る
。
　
　
こ
う
い
う
こ
と
を
、

現
在
の
所
謂
芸
術
派
に
つ
い
て
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
に
つ
い
て
も
、
ご
く
一
部
分
を
例
外
と
し
て
、
云
い

得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
云
い
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
危
機
を
救
う
途
は
「
文
学
以
前
」
に
文
学

を
引
戻
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
一
寸
、
或
は
不
用
な
一
言
を
附
加
す
れ
ば
、
こ
の
論
旨
は
、
文
学
の
内
容
と
表
現
と
は
云
々
と

い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
見
ら
れ
て
は
困
る
の
で
、
筆
者
は
、
そ
の
も
一
つ
先
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
つ
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も
り
で
い
る
。
な
お
、
こ
の
論
旨
を
徹
底
さ
せ
る
に
は
、
文
学
の
目
的
論
に
ま
で
ふ
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
蛇
足
で
あ
ろ
う
か
ら
止
め
る
。
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