
今
日
で
は
文
学
作
品
は
出
版
者
を
通
し
て
一
般

の
読
者
の
前
に
提
供
さ
れ
、
文
学
者
た
ち
は
作
品

を
売
る
こ
と
で
印
税
を
得
て
生
活
し
て
い
る
が
、

十
八
世
紀
以
前
に
お
い
て
は
出
版
業
も
ま
だ
小
規

模
で
、
読
者
の
数
も
少
な
か
っ
た
た
め
、
い
わ
ゆ

る
筆
本
で
文
学
者
が
生
計
を
営
む
こ
と
は
難
し

か
っ
た
。
そ
こ
で
有
力
な
パ
ト
ロ
ン
に
生
活
の
面

倒
を
み
て
も
ら
っ
た
り
、
作
品
を
買
い
あ
げ
て
も

ら
っ
た
り
、
あ
る
い
は
予
約
出
版
と
い
う
形
で
事

前
に
金
を
集
め
た
の
ち
本
を
出
版
す
る
と
い
っ
た

こ
と
が
、
多
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
時
の
政
府
を
調
刺
し
た
よ
う
な
作
品
を
書
く

新
島
講
座
に
つ
い
て
の
報
告

新
島
講
座
は
、
創
立
百
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、

新
島
襄
を
記
念
し
て
一
九
七
九
年
か
ら
開
設
さ
れ

た
事
業
の
一
っ
で
、
立
学
の
精
神
を
基
盤
と
し
て

現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
研
究
の
幅
広
い
交
流

を
図
り
、
わ
が
国
の
学
術
・
文
化
の
進
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
0

新
島
講
座
に
は
、
内
外
の
硯
学
を
講
師
と
し
て

京
都
.
同
志
社
に
招
聰
し
て
開
催
し
て
い
る
も
の

と
、
同
志
社
か
ら
講
師
を
派
遣
し
て
東
京
に
開
催

の
場
を
設
け
て
い
る
も
の
と
の
二
っ
が
あ
り
ま

す
。

昨
年
十
月
七
日
(
土
)
東
京
に
て
開
催
い
た
し
ま

し
た
第
十
回
東
京
新
島
講
座
並
び
に
十
月
十
八
日

(
水
)
、
二
十
一
日
(
土
)
の
二
目
に
わ
た
り
、
京
都
.

同
志
社
に
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
第
十
三
回
新
島

講
座
の
講
演
要
旨
を
鼎
い
た
し
ま
し
た
。

十
回
東
京
新
講
座

ハ
ト
ロ
ン

ー
イ
ギ
リ
ス
文
化
を
支
え
た
人
々
ー

同
志
社
女
子
大
学
教
授
小
林
章
夫

ち
よ
う
之
い

京
都
,
町
内
、
の
な
り
た
ち

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
仲
村

研(
講
演
要
旦

小
林
章
夫
教
授
の
講
演
は
パ
ト
ロ
ン
と
い
う
と

今
日
で
は
い
さ
さ
か
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
う

が
、
本
来
は
広
義
の
後
援
者
を
指
す
言
葉
だ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
中
世
に
お
い
て
は
教
会
や
国
王
、
有

力
貴
族
が
文
芸
。
ハ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
文
学
、
一
云
術
、

学
問
の
隆
盛
を
支
え
て
き
た
が
、
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス

以
降
は
教
会
や
国
に
代
わ
っ
て
、
大
き
な
権
力
、

財
力
を
も
つ
貴
族
、
大
商
人
た
ち
が
パ
ト
ロ
ン
の

役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。

,'靈:
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と
検
閲
や
発
禁
の
網
に
か
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
た

め
、
有
カ
ハ
ト
ロ
ン
の
保
護
は
精
神
的
な
安
心
感

を
与
え
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
十
八
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
の
イ
ギ

リ
ス
文
学
の
歴
史
は
、
こ
う
し
た
パ
ト
ロ
ン
と
作

家
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
作

家
は
パ
ト
ロ
ン
に
ょ
っ
て
物
質
的
、
精
神
的
両
面

の
保
護
を
与
え
ら
れ
、
一
方
パ
ト
ロ
ン
は
す
ぐ
れ

た
作
家
や
有
望
な
文
学
者
を
発
掘
す
る
こ
と
で
自

尊
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
る
と
い
う
形
が
存
在
し
て
ぃ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
十
八
世
紀
後
半
以
降
出
版
業

が
盛
ん
と
な
り
、
読
者
数
も
拡
大
し
て
ぃ
く
と
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
個
人
の
有
カ
パ
ト
ロ
ン
に
作

家
が
頼
る
と
い
う
形
が
薄
れ
、
代
わ
っ
て
一
般
読

者
が
作
家
の
文
学
活
動
を
支
え
る
役
割
を
担
う
よ

う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
大
衆
パ
ト
ロ
ン
」
の
出

現
で
あ
り
、
「
文
学
の
大
衆
化
現
象
L
で
あ
る
。
十

八
世
紀
末
ド
ク
タ
ー
・
、
シ
ョ
ン
ソ
ン
は
チ
ェ
ス

タ
フ
ィ
ー
ル
ド
伯
に
絶
縁
状
を
送
り
、
パ
ト
ロ
ン

な
る
存
在
の
わ
が
ま
ま
勝
手
を
難
じ
た
が
、
こ
の

出
来
事
の
根
底
に
は
単
な
る
行
き
違
い
が
あ
っ
た

と
は
い
ぇ
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
、
文
化
、
社
会
の
流

れ
の
中
で
旧
来
の
パ
ト
ロ
ン
制
度
が
変
質
を
遂
げ

つ
っ
あ
る
こ
と
が
は
し
な
く
も
示
唆
さ
れ
て
い

る
0

パ
ト
ロ
ン
は
、
文
学
者
や
芸
術
家
た
ち
の
自
由

な
精
神
を
束
縛
す
る
も
の
だ
か
ら
排
除
す
べ
き
だ

と
い
う
意
見
が
一
萱
削
ま
で
は
大
勢
を
占
め
て
ぃ

た
が
、
歴
史
を
冷
静
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
な
ら

ぱ
、
多
小
ノ
の
弊
害
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
パ
ト
ロ

ン
が
文
芸
の
発
展
に
果
た
し
た
役
割
は
無
視
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
今
日
で
は
企
業
や
大
学

が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ
て
文
芸
の
発
展
を
支
え
て

い
る
こ
と
も
重
要
な
一
面
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

続
い
て
仲
村
研
教
授
の
講
演
は
現
在
、
京
都
市

民
は
旧
洛
中
の
東
西
と
南
北
の
通
り
を
「
マ
ル
タ

ケ
エ
ビ
ス
ニ
オ
シ
オ
イ
ケ
:
:
」
「
テ
ラ
ゴ
コ
フ
ャ

ト
ミ
ャ
ナ
サ
カ
タ
カ
:
:
し
と
一
種
の
口
遊
み
に

し
て
い
う
。
こ
の
口
遊
み
は
豊
臣
秀
吉
の
洛
中
市

街
整
備
以
降
の
街
路
名
を
読
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
京
都
市
民
に
と
っ
て
街
路
が
日
常
生
活
に
完

全
に
溶
け
合
っ
た
と
き
に
、
市
民
の
知
恵
と
し
て

1

成
立
し
た
と
考
え
て
ょ
い
。
こ
の
よ
う
な
口
遊
み

は
平
安
時
代
末
期
に
も
、
東
西
路
を
「
一
正
土
北

辺
、
鷹
近
勘
中
一
、
春
炊
冷
二
条
押
坊
姉
三
条

南
北
路
を
「
朱
雀
坊
美
厘
、
大
宮
猪
堀
油
、

、

.
L

西
洞
町
室
鳥
、
東
洞
高
万
富
」
と
漢
詩
に
読
み
こ

ま
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
末
期
に
平
安
京
の
住
民

生
活
が
街
路
と
共
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

平
安
京
は
当
初
よ
り
右
京
が
低
湿
地
の
故
に
衰

え
た
が
、
平
安
京
そ
の
も
の
は
方
四
十
丈
(
約
百

二
十
メ
ー
ト
ル
)
の
マ
チ
を
単
位
と
し
て
成
立
し
、

マ
チ
は
縦
四
行
、
横
八
門
の
三
十
二
戸
主
(
南
北

五
丈
、
東
西
十
丈
こ
の
単
位
を
二
戸
主
<
へ
ぬ

二

仲村研教授
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第
十
三
回
新
島
講
座

講
師
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
名
誉
教
授

、
シ
ェ
ロ
ー
ム
.
H
・
バ
ッ
ク
リ
ー
博
士

゛
、ノ

0
第
回
講
演
会

テ
ー
マ
.
十
九
世
紀
の
自
叙
伝
ー
ニ
ユ
ー
マ
ン
、

ミ
ル
、
新
島
、
内
村

十
月
十
八
日
(
水
)
午
後
時
S

於
同
志
社
大
学
神
学
館
チ
ャ
ペ
ル

0
第
二
回
講
演
会

テ
ー
マ
.
一
プ
ニ
ス
ン
と
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
詩
に
お

け
る
神
と
自
然

十
月
一
十
一
日
(
土
)
午
後
二
時
S

於
.
同
志
社
大
学
神
学
館
チ
ャ
ペ
ル

(
第
一
回
目
講
演
要
ヒ
旦

゛
、

ツ
ク
リ
ー
博
士
は
新
島
講
座
に
招
か
れ
た
は

じ
め
て
の
英
文
学
者
で
あ
り
、
ま
た
新
島
先
生
を

し
>
と
い
う
)
に
細
分
さ
れ
た
。
マ
チ
は
東
西
の

方
向
に
の
み
門
戸
を
開
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
二
面

町
で
あ
っ
た
が
、
都
城
制
の
解
体
と
と
も
に
東
西

南
北
の
四
つ
の
方
向
に
門
戸
を
開
く
四
面
町
に
変

化
し
、
平
安
末
期
に
は
方
四
十
丈
の
四
つ
の
頬
が

分
立
し
、
マ
チ
が
四
つ
の
チ
ョ
ウ
を
も
つ
四
丁
町

へ
と
移
行
す
る
。
こ
の
四
丁
町
の
成
立
過
程
で
漢

詩
の
街
路
名
口
遊
み
が
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
街

路
が
マ
チ
を
区
画
す
る
役
割
か
ら
都
市
の
生
活
に

血
管
の
役
割
を
果
た
す
も
の
へ
と
変
化
す
る
0

マ
チ
か
ら
分
立
し
た
チ
ョ
ウ
が
街
路
を
挾
む
向

側
の
チ
ョ
ウ
と
一
体
と
な
り
、
両
側
町
と
い
う
現

在
の
町
内
の
原
型
が
誕
生
す
る
。
そ
の
時
期
は
十

三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
前
半
で
は
な
い
か
と
推

定
さ
れ
る
チ
ョ
ウ
は
発
展
過
程
で
、
同
時
代
の

近
畿
地
方
の
村
の
惣
(
自
治
的
村
落
)
と
同
じ
く
、

チ
ョ
ウ
の
共
有
財
産
と
し
て
家
屋
や
チ
ョ
ウ
出
入

の
門
、
井
戸
、
便
所
宗
教
施
設
、
祭
具
調
度

口
如
、
米
穀
金
銭
な
ど
を
も
ち
、
チ
ョ
ウ
の
構
成

員
は
鳥
帽
子
着
、
老
成
(
お
と
な
な
り
)
、
入
道
成

な
ど
の
通
過
儀
礼
や
年
中
行
事
を
共
に
し
た
0
 
そ

し
て
チ
ョ
ウ
の
自
治
を
象
徴
す
る
町
内
の
掟
を
制

定
し
た
こ
の
よ
う
な
チ
ョ
ウ
は
、
十
五
世
紀
初

頭
に
は
室
町
幕
府
の
京
都
支
配
の
単
位
と
な
っ
て

お
り
、
チ
ョ
ウ
の
住
民
を
「
ち
や
う
人
」
と
し
て
、

こ
れ
に
防
犯
の
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
0

政
治
都
市
ミ
ャ
コ
か
ら
経
済
都
市
チ
ヨ
ウ
へ
の

移
行
は
、
崩
壊
と
再
開
発
と
を
表
わ
す
巷
所
(
こ

う
し
よ
)
と
辻
子
(
づ
し
)
の
出
現
に
象
徴
さ
れ

る
が
、
そ
の
中
で
形
成
さ
れ
る
チ
ョ
ウ
の
構
成
員

は
山
科
言
継
の
日
記
の
用
語
な
ど
か
ら
チ
ヨ
ウ
ニ

ン
、
チ
ョ
ウ
シ

ユ
ウ
と
呼
称
す
べ
き
で
あ
り
、
都

市
民
全
体
を
村
人
や
浦
人
に
対
し
て
マ
チ
シ
ユ
ウ

と
い
え
て
も
、
チ
ョ
ウ
の
構
成
員
で
チ
ヨ
ウ
の
自

治
の
担
い
手
は
チ
ョ
ウ
シ
ュ
ウ
と
い
う
歴
史
用
語

を
使
用
す
る
の
が
、
史
料
に
則
し
た
語
法
と
考
え

て
い
る
。

京
都
の
町
名
の
地
点
表
示
法
は
、
南
北
路
と
東

西
路
と
の
交
点
か
ら
上
ル
・
下
ル
、
東
入
ル
.
西

入
ル
を
無
原
則
に
表
示
す
る
の
で
は
な
く
、
上

ル
.
下
ル
は
東
西
路
を
、
東
入
ル
・
西
入
ル
は
南

北
路
を
基
軸
に
し
て
い
る
。
ま
た
チ
,
ウ
が
ど
の

東
西
路
か
ら
上
ル
か
、
下
ル
か
を
選
択
し
、
ど
の

南
北
路
か
ら
東
入
ル
か
を
選
択
す
る
の
は
、
そ
の

チ
ョ
ウ
の
歴
史
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
現
在
私
た
ち
が
窓
意
的
に
指
示
す
べ
き
性

格
の
も
の
で
は
な
い
。
チ
ョ
ウ
の
成
立
に
は
地
点

表
示
法
を
と
り
あ
げ
た
だ
け
で
も
、
簡
単
に
割
り

切
れ
な
い
複
雑
な
面
を
も
っ
て
い
る
0

報告



講
演
の
中
で
論
じ
た
は
じ
め
て
の
講
師
で
あ
っ

た
0
 
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
か
ら
迎
え
る
講
師
と
し

て
は
第
二
回
の
り
チ
ャ
ー
ド
.
R
.
ニ
ー
ハ
ー
教

授
に
次
い
で
、
二
人
目
で
あ
る
。
博
士
は
英
文
学

者
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
文
学
と
精
神

史
の
面
で
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
き
た
人
で
あ

る
0

第
一
回
目
の
講
演
は
「
十
九
世
紀
の
自
叙
伝
1

ー
ニ
ユ
ー
マ
ン
、
ミ
ル
、
新
島
、
内
村
L
 
と
い
う

表
題
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
。
博
士
は
自
叙
伝
を

「
す
で
に
成
熟
し
て
い
る
書
き
手
が
、
自
分
自
身
の

過
去
の
決
定
的
な
選
択
や
決
断
を
ふ
り
返
り
な
が

ら
、
心
理
的
な
均
衡
を
確
立
す
る
た
め
に
、
子
供

の
時
期
か
ら
成
年
期
に
至
る
発
展
過
程
を
叙
述
し

た
も
の
」
と
定
義
し
た
上
で
、
四
人
の
自
伝
的
文

書
に
は
共
通
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
そ
れ
は
力
ー
ラ
イ
ル
の
『
衣
服
哲
学
』

の
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
「
永
遠
の
否
L
 
↓
「
無

関
心
の
中
心
L
 
↓
「
永
遠
の
然
り
」
と
い
う
三
段

階
で
あ
り
、
こ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
三
段

階
に
呼
応
す
る
。

こ
の
四
人
は
そ
の
信
念
、
気
質
に
お
い
て
非
常

に
異
っ
て
い
る
が
、
共
通
点
は
四
人
と
も
、
孤
独

を
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
精
神
的
に
そ

の
社
会
か
ら
の
亡
命
者
で
あ
り
、
自

分
の
時
代
の
慣
習
や
道
徳
に
対
し
て

深
刻
に
批
判
的
で
あ
り
、
特
に
物
質

中
心
主
義
拝
金
主
義
に
対
し
て
は

げ
し
く
抗
議
し
て
い
る
。
四
人
は
そ

れ
ぞ
れ
プ
ポ
ロ
ジ
ス
ト
と
し
て
自
伝

を
書
い
た
。
新
島
は
彼
の
ス
ポ
ン
サ

ー
と
な
っ
た
ハ
ー
デ
ィ
ー
氏
に
対
し

て
、
な
ぜ
日
本
を
脱
出
し
て
ア
メ
リ

力
に
ま
で
来
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
か
を
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
ぃ
た
同
時

に
彼
は
自
分
の
両
親
や
君
主
へ
の
反
逆
を
、
つ
ま

り
自
分
の
不
孝
と
不
忠
を
正
当
化
す
る
必
要
が
あ

つ
た
0
 
地
上
の
親
よ
り
も
天
の
父
の
方
に
ょ
り
高

度
の
義
務
を
も
つ
と
い
う
自
覚
は
、
こ
の
よ
う
に

し
て
、
必
然
的
な
帰
結
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

四
人
の
自
伝
に
共
通
し
て
目
立
っ
の
は
旅
の
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。
旅
は
人
生
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

新
島
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
高
校
に
落
着
い
た
時
に
さ

さ
げ
た
感
謝
の
祈
り
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
ぃ

る
0
「
光
よ
、
あ
な
た
は
暗
黒
の
中
か
ら
私
を
選
び
、

愛
す
る
両
親
を
捨
て
た
私
を
こ
こ
に
導
い
て
下
さ

い
ま
し
た
。
そ
の
間
大
風
に
も
嵐
に
も
会
う
こ
と

な
く
、
常
に
良
風
を
送
っ
て
安
全
に
無
限
の
大
洋

を
通
過
さ
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
」
四
人
は
い
ず
れ

も
内
部
志
向
型
の
人
で
、
し
か
も
知
的
な
倣
慢
や

霊
的
な
自
己
満
足
に
お
ち
い
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。

.
、

な
お
十
月
二
十
日
に
新
島
会
館
に
お
い
て
、

ノ

ツ
ク
リ
ー
博
士
を
囲
む
非
公
開
の
セ
ミ
ナ
ー
が
行

わ
れ
熱
心
な
学
生
た
ち
か
ら
第
一
回
講
座
の
内

ジェローム.H・バックリー博士
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い
る
の
で
す
。
こ
の
作
品
は
、
自
然
の
中
に
ひ
と

り
立
ち
尽
く
す
詩
人
の
創
造
王
へ
の
祈
り
だ
と
一
言

え
る
で
し
ょ
う
0

「
収
穫
の
喜
び
」
と
い
う
作
品
は
、
自
然
に
対

す
る
歓
喜
を
描
写
し
て
い
ま
す
。
前
半
分
で
、
自

然
の
美
の
背
後
に
キ
リ
ス
ト
の
存
在
が
あ
る
こ
と

を
詩
人
は
示
唆
し
ま
す
0
 
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は

詩
人
が
そ
の
場
所
を
訪
れ
る
前
か
ら
そ
こ
に
存
在

し
て
い
た
の
で
す
が
、
詩
人
が
そ
れ
を
見
た
か
ら

こ
そ
キ
リ
ス
ト
は
認
識
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が

後
半
部
で
語
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
関
係
は
見
失
わ
れ
が
ち

で
す
。
現
代
人
と
神
と
の
乘
離
を
い
か
に
克
服
す

る
か
と
い
う
こ
と
が
「
神
の
壮
麗
さ
し
と
い
う
ソ

ネ
ッ
ト
の
主
題
で
す
。
真
の
生
命
力
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
人
間
の
姿
が
前
半
部
で
描
か
れ
ま
す
。
し

か
し
た
と
え
見
失
わ
れ
て
も
、
自
然
の
中
に
神

は
聖
霊
と
し
て
遍
在
し
て
い
る
こ
と
が
後
半
部
で

確
認
さ
れ
る
の
で
す
。
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
作
品
は
、

こ
の
よ
う
に
、
自
然
に
対
す
る
確
信
に
満
ち
盗
れ

て
い
ま
す
。

テ
ニ
ス
ン
に
は
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
よ
う
な
自
然
に

容
に
つ
ぃ
て
突
っ
込
ん
だ
質
問
が
出
さ
れ
た
。
質

疑
は
主
と
し
て
自
叙
伝
対
伝
記
、
自
伝
に
お
け
る

真
実
性
の
問
題
英
米
人
の
自
伝
対
日
本
人
の
自

伝
、
自
叙
伝
対
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
諸
問
題
に
集
中

し
た
が
、
博
士
は
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
丁
重
か
つ

懇
切
に
答
え
て
、
聴
衆
に
ょ
い
学
問
的
刺
激
を
与

え
ら
れ
た
。
出
席
者
は
三
十
名
で
あ
っ
た
。

(
第
二
回
目
講
演
妻
旦

二
十
一
日
の
二
回
目
は
、
「
テ
ニ
ス
ン
と
ホ
プ
キ

ン
ズ
の
詩
に
お
け
る
神
と
自
然
L
 
と
題
し
て
、
講

演
が
行
わ
れ
、
バ
ッ
ク
リ
ー
博
士
は

゛
、ノ

日
本
文
化
と
西
洋
文
化
を
比
較
し
て
み
る
時

最
も
大
き
な
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
観
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
日
本
の
様
々
な

芸
術
に
お
い
て
は
、
自
然
の
風
景
と
い
う
も
の
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
そ
う
で
す
が
、
十

八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の
ロ
マ
ン
主
義

に
至
る
ま
で
、
西
洋
芸
術
の
中
で
は
、
自
然
の
風

景
が
中
心
的
な
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
0

と
こ
ろ
が
、
十
八
世
紀
後
半
に
、
西
洋
の
感
受

性
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ぱ
、

そ
れ
ま
で
は
単
に
醜
い
邪
魔
物
程
度
に
し
か
考
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
大
き
な
山
が
、
そ
の
壮
大
さ

ゆ
え
に
、
人
々
の
感
嘆
の
念
を
引
き
起
こ
す
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
崇
高
L
 
の
感
覚

で
す
。
自
然
の
美
や
壮
大
さ
の
背
後
に
、
創
造
王

と
し
て
の
神
を
想
定
す
る
点
が
こ
の
「
崇
高
L
 
と

い
う
概
念
を
特
徴
づ
け
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的
自
然
観
は
、
十
九

世
紀
中
期
か
ら
後
期
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
期
に
ま

で
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
近
代
自
然

科
学
の
勃
興
に
伴
い
、
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
に
な

つ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
ア
ル
フ
レ
ツ
ド
.
一
ブ

ニ
ス
ン
と
、
シ
エ
ラ
ー
ド
.
マ
ン
リ
ー
.
ホ
プ
キ
ン

ズ
と
い
う
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
を
代
表
す
る
二
人
の

詩
人
の
代
表
作
に
表
現
さ
れ
た
神
と
自
然
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ホ
プ
キ
ン
ズ
の
「
ま
だ
ら
の
美
」
と
い
う
華
麗

な
作
品
は
、
空
魚
、
鳥
、
風
景
の
目
も
く
ら
む

よ
う
な
色
彩
の
カ
タ
ロ
グ
で
す
。
こ
の
世
界
の
際

限
の
な
い
多
様
性
は
、
神
に
ょ
っ
て
「
生
み
出
さ

れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
詩
人
は
歌
い
あ
げ
て
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対
す
る
揺
る
が
ぬ
確
信
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
彼
は

自
然
美
の
崇
拝
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
朝
科
学
精
神
を
持
っ
た
懐
疑
詩
人
で
も
あ
っ

た
の
で
す
。

友
人
の
死
を
悼
む
代
表
作
『
イ
ン
.
メ
モ
リ
ア

ム
』
の
中
で
、
テ
ニ
ス
ン
は
世
界
を
荒
涼
と
し
た

意
味
の
な
い
も
の
と
し
て
提
示
し
て
ぃ
ま
す
。
宇

宙
は
無
原
則
に
運
行
し
、
揺
る
が
ぬ
も
の
と
さ
れ

(
頒
価
一
五
0
0
円
、
同
志
社
収
益
事
業
課
扱
ご

『
1
設
期
の
同
志
社

1
卒
業
生
た
ち
の
回
想
録
1
』

(
同
志
社
社
史
資
料
室
一
九
八
六
年
十
二
月
)

学
生
の
な
か
に
も
た
ま
に
は
、
初
期
の
同
志
社
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
一
言

つ
て
く
る
者
が
い
る
。
ま
た
、
学
生
生
徒
を
対
象
に
し
て
、
初
期
の
同
志
社

そ
う
い
う
と
き
、
文
献
と
し
て
ま
ず
あ
げ
る
の

の
話
を
す
る
こ
と
も
あ
る
0

こ
の
『
創
設
期
の
同
志
社
』
で
あ
る
。

.
)
、

力

四
四
0
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぷ
本
だ
か
ら
、
尻
込
み
す
る
者
も
い
る
け
れ
ど
も
、

全
部
読
み
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
、
と
一
言
っ
て
や
る
。
収
録
さ

れ
て
い
る
の
は
、
安
部
磯
雄
、
深
井
英
五
、
海
老
名
弾
正
ら
、
英
学
校
に
学

ん
だ
四
十
六
名
0
湯
浅
初
子
ら
女
学
校
に
学
ん
だ
十
五
名
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

関
心
が
あ
る
人
の
項
目
か
ら
読
め
ぱ
い
い
の
で
あ
る
。

て
い
た
壮
大
な
山
も
む
ご
た
ら
し
く
侵
食
さ
れ
て

い
き
ま
す
。
世
界
は
容
赦
の
な
い
自
然
淘
汰
の
錘

台
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
種
の
並
旦
遍
性
の
否
定
は
、
当

然
信
仰
の
基
盤
た
る
人
問
の
主
体
性
と
い
う
概

念
を
無
残
に
切
り
崩
し
、
詩
人
に
は
「
神
と
自
然

と
の
反
目
」
し
か
見
え
な
く
な
る
の
で
す
。

世
界
に
対
す
る
信
頼
感
を
回
復
す
る
た
め
に
、

詩
人
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
基
盤
は
「
私
は
感
じ
て

勧
め
る
理
由
は
、
読
み
や
す
く
て
、
し
か
も
面
白
い
か
ら
だ
。
構
え
て
書

い
た
堅
苦
し
い
歴
史
叙
述
で
は
な
く
て
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
在
学
時
代
の
思

い
出
を
語
っ
た
談
話
を
要
約
筆
記
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

彼
ら
は
い
と
楽
し
げ
に
、
寮
授
業
娯
楽
、
食
事
宗
教
活
動
な
ど
、

当
時
の
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
・
一
フ
ィ
フ
を
語
る
。
関
連
し
て
新
島
襄
デ

イ
ヴ
ィ
ス
、
ラ
ー
ネ
ツ
ド
、
山
崎
為
徳
ら
を
は
じ
め
と
す
る
教
員
た
ち
の
思

い
出
を
語
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
が
生
き
生
き
と
し
て
ぃ
る

面
白
く
て
読
み
や
す
く
、
し
か
も
従
来
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
か
っ
た
初
期

同
志
社
の
側
面
が
え
が
か
れ
て
い
て
、
資
料
的
価
値
も
高
い

だ
れ
よ
り
も
ま
ず
、
学
生
生
徒
諸
君
に
ぜ
ひ
読
ん
で
も
ら
い
た
い
本
で
あ

る
0

い
る
し
と
い
う
事
実
だ
け
な
の
で
す
0
 
テ
ス
ニ
ン

の
作
品
の
中
の
自
然
は
、
神
の
存
在
を
証
明
も
し

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
自
然
は
個
人
が
自
分
の
理
想

を
表
明
す
る
た
め
の
隠
喩
を
不
断
に
提
供
し
て
く

れ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
0
 
こ
の

点
で
、
テ
ニ
ス
ン
の
自
然
観
は
、
二
十
世
紀
後
半

の
私
た
ち
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
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