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厳
密
な
意
味
か
ら
云
う
と
︑
先
生
の
製
作
を
考
覈
す
る
時
︑
全

こ
う
か
く

く
先
生
の
俳
句
や
︑
俳
体
詩
や
漢
詩
な
ど
を
閑
却
す
る
の
は
不
穏

当
だ
と
思
う
が
︑
今
は
敢
て
其
不
穏
当
を
侵
し
︑
先
生
の
散
文
的

方
面
の
製
作
に
就
て
の
み
卑
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
そ
れ

に
就
て
必
要
な
の
は
考
覈
の
順
序
で
あ
る
が
︑
大
体
に
於
い
て
自

分
は
其
製
作
の
上
梓
さ
れ
た
年
代
に
従
い
︑
必
要
に
応
じ
て
時
に

は
発
表
時
期
の
遅
速
を
標
準
と
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
と
思
う
︒
第

一
に
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
を
論
ぜ
ず
し
て
︑
発
行
期
の
前
者
よ
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り
も
後
に
あ
る
﹃
漾
虚
集
﹄
を
論
ず
る
が
如
き
は
︑
其
一
例
で
あ

る
︒

﹃
漾
虚
集
﹄

よ
う
き
よ
し
ゆ
う

こ
れ
は
﹃
倫
敦
塔
﹄︑﹃
カ
ー
ラ
ィ
ル
博
物
館
﹄︑﹃
琴
の
そ
ら

音
﹄︑﹃
幻
影
の
盾
﹄︑﹃
一
夜
﹄︑﹃
薤
露
行
﹄
及
び
﹃
趣
味
の
遺

か
い
ろ
こ
う

伝
﹄
な
る
七
個
の
短
篇
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
大
部
分

は
明
治
三
十
八
年
中
に
﹃
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹄︑﹃
帝
国
文
学
﹄
な
ど

の
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
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こ
れ
ら
の
諸
篇
の
中
︑﹃
倫
敦
塔
﹄︑﹃
幻
影
の
盾
﹄
及
び
﹃
薤

露
行
﹄
の
三
篇
は
︑
共
に
資
材
を
欧
洲
古
代
の
伝
説
に
取
っ
た
も

の
で
あ
る
が
︑
そ
の
着
想
に
於
い
て
︑
将
た
︑
そ
の
文
体
に
於
い

は

て
︑
殆
ん
ど
同
一
範
疇
の
下
に
掩
括
さ
る
べ
き
性
質
の
作
品
で
あ

る
︒
こ
れ
に
反
し
︑﹃
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
﹄
以
下
の
四
篇
は
︑

単
に
作
者
の
空
想
に
依
る
か
︑
若
く
は
︑
作
者
自
身
の
経
験
に
依

っ
て
拈
出
せ
ら
れ
た
作
品
で
あ
っ
て
︑
そ
の
形
式
の
全
体
を
一

ね
ん
し
ゆ
つ

貫
す
る
傾
向
か
ら
云
う
と
︑
前
後
の
両
者
と
も
に
︑
短
篇
小
説
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
物
語
と
い
う
の
を
妥
当
と
す
る
︒
殊
に
︑
前

者
の
三
篇
に
至
っ
て
は
︑興
味
の
焦
点
を
多
く
情
調
の
上
に
置
き
︑
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結
構
の
主
眼
を
殆
ん
ど
韻
律
的
表
現
の
上
に
集
め
た
点
に
於
い

て
︑
自
分
は
こ
れ
を
一
種
の
散
文
詩
で
あ
る
と
云
い
た
い
︒

︱

取
材
の
傾
向
は
異
る
が
﹃
一
夜
﹄
の
ご
と
き
作
品
に
も
︑
ま
た
そ

う
し
た
特
色
が
著
し
く
現
れ
て
い
る
︒

﹃
倫
敦
塔
﹄
は
﹃
漾
虚
集
﹄
中
に
於
け
る
圧
巻
の
逸
品
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
︑
漱
石
先
生
製
作
の
前
期
を
代
表
す
る
名
作
で
あ
っ

て
︑
永
く
わ
が
文
壇
に
於
け
る
稀
有
の
珍
宝
た
る
べ
き
も
の
で
あ

る
︒

︱
元
来
こ
の
作
品
は
︑
先
生
が
英
国
留
学
時
代
に
参
観
せ

ら
れ
た
倫
敦
塔
に
対
す
る
回
想
を
経
と
し
︑
こ
れ
に
倫
敦
塔
そ

た
て
い
と

の
も
の
が
有
す
る
過
去
幾
百
年
間
の
歴
史
を
緯
と
し
て
織
り
上

よ
こ
い
と
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げ
ら
れ
た
空
想
的
産
物
で
あ
る
が
︑
そ
の
措
辞
の
瑰
麗
に
し
て
︑

か
い
れ
い

一
字
一
句
の
末
に
至
る
ま
で
繊
細
な
る
彫
琢
の
施
さ
れ
て
い
る
点

に
於
い
て
︑
ま
た
︑
そ
の
落
想
の
奇
抜
に
し
て
︑
一
事
一
物
の
微

に
至
る
ま
で
鋭
敏
な
る
神
経
の
行
き
亙
っ
て
い
る
点
に
於
い
て
︑

こ
の
作
品
は
慥
か
に
驚
く
べ
き
芸
術
的
完
成
を
示
し
て
い
る
︒
殊

に
︑
こ
の
作
品
の
処
々
に
挿
入
せ
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
事
実
︑
例

え
ば
逆
賊
門
の
故
事
や
︑
二
王
子
の
幽
閉
や
︑
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ

ー
の
処
刑
な
ど
は
︑
そ
れ
が
極
め
て
簡
単
な
る
叙
述
の
裡
に
描
き

出
さ
れ
て
い
な
が
ら
︑
皆
潑
刺
た
る
戯
曲
的
状
景
を
以
て
︑
読
者

の
眼
前
に
迫
っ
て
来
る
︒
凡
手
な
ら
ざ
る
所
以
で
あ
ろ
う
︒
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﹃
倫
敦
塔
﹄
に
較
べ
る
と
︑﹃
幻
影
の
盾
﹄
及
び
﹃
薤
露
行
﹄
の

二
篇
は
︑共
に
幾
分
の
見
劣
り
が
し
な
い
で
は
な
い
が
︑し
か
も
猶な

お
十
分
に
逸
品
た
る
の
資
格
を
備
え
て
い
る
︒
殊
に
︑
ラ
ン
ス
ロ

ッ
ト
の
美
し
い
物
語
を
描
い
た
﹃
薤
露
行
﹄
の
一
篇
は
︑
そ
の
叙

説
の
華
麗
で
あ
っ
て
艶
麗
な
る
に
も
似
ず
︑
い
さ
さ
か
も
俗
悪
浮ふ

誇
の
厭
う
べ
き
と
こ
ろ
が
な
く
て
︑
極
め
て
瀟
洒
な
︑
且
つ
︑
極

こめ
て
上
品
な
作
品
た
る
を
失
わ
な
い
︒
中
に
就
い
て
も
︑
全
篇
を

通
じ
て
豊
か
に
流
れ
て
い
る
叙
情
詩
的
諧
調
は
︑
最
後
の
一
頁
に

至
る
ま
で
よ
く
読
者
の
心
魂
を
魅
惑
し
て
︑
あ
く
ま
で
作
者
自
身

の
芸
術
的
境
地
を
徹
せ
し
め
る
力
が
あ
る
︒

︱
﹃
幻
影
の
盾
﹄
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に
至
っ
て
は
︑
な
る
ほ
ど
冒
頭
数
頁
を
領
す
る
叙
述
の
ご
と
き
︑

到
底
他
作
家
等
の
追
従
を
容
さ
な
い
ほ
ど
の
佳
所
が
な
い
で
は
な

ゆ
る

い
が
︑
そ
の
全
体
に
就
い
て
見
る
と
︑
ど
う
も
渾
然
た
る
趣
致
に

於
い
て
欠
け
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑

構
想
の
全
体
を
統
整
す
る
芸
術
的
基
調
の
上
に
︑
濃
淡
︑
緩
急
︑

強
弱
に
就
い
て
の
適
当
な
る
調
和
が
欠
け
︑
何
と
な
く
お
っ
と
り

、
、
、
、

し
た
趣
き
が
乏
し
い
の
で
あ
る
︒

以
上
の
三
篇
以
外
の
諸
篇
の
う
ち
︑
自
分
の
認
め
て
最
も
佳
作

で
あ
る
と
思
う
の
は
﹃
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
﹄
で
あ
る
︒
云
う
ま

で
も
な
く
︑
こ
の
作
品
は
先
生
在
英
時
代
に
カ
ー
ラ
イ
ル
の
遺
宅
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を
訪
問
せ
ら
れ
た
事
実
を
記
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
全
体

が
何
等
の
奇
を
求
め
ず
︑何
等
の
妙
を
衒
わ
な
い
書
方
で
あ
る
が
︑

て
ら

そ
の
平
淡
率
直
の
記
述
の
裡
に
︑
猶
お
云
う
に
云
わ
れ
な
い
味

あ
じ
わ

い
が
あ
っ
て
︑
最
も
善
い
意
味
に
於
け
る
先
生
の
芸
術
的
要
素
が

滲
み
出
た
も
の
で
あ
る
︵
こ
の
一
文
と
後
年
物
せ
ら
れ
た
﹃
ケ
ー

ベ
ル
先
生
﹄
と
い
う
一
文
と
を
比
較
せ
よ
︶︒
そ
の
点
に
於
い
て

見
る
と
︑
自
分
は
﹃
幻
影
の
盾
﹄
よ
り
も
猶
お
こ
の
一
篇
を
高
く

値
踏
み
す
る
か
も
知
れ
な
い
︒﹃
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
﹄
以
外
の

三
篇
中
で
︑
最
も
特
色
あ
る
作
品
は
﹃
一
夜
﹄
と
題
す
る
も
の
で

あ
る
が
︑
世
評
の
か
な
り
高
い
に
関
ら
ず
︑
自
分
は
こ
の
一
篇
を
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以
て
し
か
く
優
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
な
い
︒
自
分
を
し
て
忌
憚
な

く
云
わ
し
め
る
と
︑
こ
の
一
篇
に
は
文
字
の
空
疎
な
る
遊
戯
が
あ

る
︒
感
情
の
不
自
然
な
る
誇
張
が
あ
る
︒
概
念
の
安
価
な
る
露
出

が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
欠
点
は
︑
作
品
そ
の
も
の
の
上
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
︑
何
と
な
く
一
種
の
嫌
味
を
齎
し
て
い
る
︒
そ
こ
に

も
た
ら

行
く
と
︑
逸
品
と
か
名
作
と
か
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
が
︑﹃
琴

の
そ
ら
音
﹄
及
び
﹃
趣
味
の
遺
伝
﹄
と
題
す
る
二
つ
の
作
品
は
︑

兎
に
角
無
難
な
出
来
だ
と
云
っ
て
い
い
︒
併
し
︑
純
粋
な
芸
術
品

と
し
て
見
る
と
︑
前
者
が
動
も
す
れ
ば
散
漫
な
叙
述
に
陥
り
易
い

や
や

弊
所
が
あ
る
の
に
対
し
︑
後
者
は
屢
々
乾
涸
な
談
理
に
赴
き
易
い
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欠
点
が
あ
っ
て
︑
何
れ
も
芸
術
的
に
優
れ
た
点
が
あ
ま
り
見
当
ら

い
ず

な
い
と
思
う
︒

そ
の
取
材
に
於
い
て
︑
そ
の
文
体
に
於
い
て
︑
将
た
︑
そ
の
描

は

写
に
於
い
て
︑﹃
漾
虚
集
﹄
中
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
以
上
の
七
篇

は
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
異
っ
た
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
が
︑
併
し
︑

そ
れ
ら
七
篇
の
作
品
を
通
じ
て
一
貫
す
る
芸
術
的
傾
向
は
︑
常
に

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
い
う
一
語
を
以
て
蔽
わ
れ
て
い
る
︒従
っ
て
︑

美
に
対
す
る
熾
烈
な
る
憧
憬
︑
空
想
の
世
界
に
対
す
る
靭
強
な
る

執
着
︑
放
埓
な
る
主
観
の
蕩
漾
︑
不
可
思
議
な
る
無
限
の
追
求
︑

と
う
よ
う

︱
そ
れ
ら
の
耽
美
的
︑
空
想
的
傾
向
は
︑
何
等
か
の
形
に
於
い
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て
︑
皆
以
上
の
作
品
中
に
現
れ
て
い
る
︒
殊
に
︑﹃
倫
敦
塔
﹄︑﹃
幻

影
の
盾
﹄︑﹃
薤
露
行
﹄
の
三
篇
は
︑
そ
う
し
た
傾
向
を
最
も
鮮

か
に
宣
明
し
た
作
品
で
あ
っ
て
︑
作
者
が
空
想
と
現
実
と
の
中
間

を
彷
徨
し
な
が
ら
︑
猶
お
両
者
の
間
に
存
す
る
芸
術
的
気
分
の
調

和
を
保
っ
て
行
く
手
腕
は
︑
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
チ
エ
以
外
︑
自

分
は
先
生
に
匹
敵
す
る
近
代
の
作
家
あ
る
を
知
ら
な
い
︒

︱
嘗か

つ

て
森
鷗
外
氏
は
そ
の
作
﹃
青
年
﹄
の
一
節
に
於
い
て
︑
暗
に
漱
石

先
生
を
意
味
し
た
と
も
見
る
べ
き
一
作
家
の
作
品
を
評
し
︑﹁
彼

の
書
い
た
外
国
の
伝
説
を
材
料
と
す
る
物
語
な
ど
は
︑
泰
西
に
於

い
て
す
ら
多
く
そ
の
比
儔
を
見
出
し
え
な
い
ほ
ど
優
れ
た
も
の
で

ひ
ち
ゆ
う
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あ
る
﹂と
い
う
意
味
の
讃
辞
を
捧
げ
て
い
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
が
︑

そ
れ
が
仮
令
先
生
及
び
先
生
の
作
品
を
意
味
し
た
も
の
で
な
い
に

た
と
い

し
て
も
︑
直
ち
に
移
し
て
以
て
﹃
倫
敦
塔
﹄
以
下
の
諸
篇
を
批
評

し
た
言
葉
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
こ
の
意
味
に
於
い
て
︑

先
生
は
あ
る
批
評
家
の
所
謂
﹁
軽
蔑
さ
れ
た
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ト
の

所
有
物
た
る
感
じ
た
り
︑
夢
想
し
た
り
︑
渇
仰
し
た
り
す
る
能
力

ば
か
り
で
な
く
︑
ま
た
勇
気
を
も
復
活
さ
せ
た
作
家
で
あ
る
﹂︒

何
故
な
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
文
壇
は
︑

恰
も
自
然
主
義
文
学
の
勃
興
時
代
で
あ
っ
て
︑
人
々
の
頭
と
心

あ
た
か

と
は
︑
漸
次
物
質
と
現
実
と
に
蝕
ば
ま
れ
︑
人
々
の
目
と
耳
と
は
︑
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漸
次
神
秘
と
幻
影
と
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄

こ
の
一
篇
の
作
品
に
依
っ
て
︑
わ
が
国
の
文
壇
に
初
め
て
世
界

に
誇
る
べ
き
諷
刺
と
ユ
ー
モ
ア
と
の
文
学
を
得
た
︒
︱
そ
れ
は
︑

こ
れ
ま
で
の
わ
が
文
学
に
於
い
て
全
然
欠
如
せ
る
も
の
で
あ
り
︑

且
つ
︑
永
久
に
欠
如
す
べ
き
性
質
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
︒
嘗
て
高
山
樗
牛
は
云
う
︒﹁
吾
等
は
諷
刺
を
愛
す
︒

而
も
今
の
人
の
所
謂
諷
刺
家
を
歓
迎
す
る
能
わ
ざ
る
な
り
﹂
と
︒
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ま
た
云
う
︒﹁
古
と
今
と
を
通
じ
て
我
国
の
文
学
者
に
は
ユ
ー
モ

リ
ス
ト
少
し
︒
一
つ
の
巣
林
子
が
作
に
就
て
間
々
之
を
見
る
と
雖

そ
う
り
ん
し

ま

ま

も
︑
是
れ
は
た
情
浅
く
し
て
其
意
多
く
は
卑
し
︒
吾
等
は
ユ
ー
モ

ル
の
欠
乏
を
ば
︑
我
文
学
の
一
短
所
と
し
て
常
に
慨
か
わ
し
く
思

な
げ

い
居
た
り
﹂
と
︒
若
し
樗
牛
に
し
て
こ
の
作
に
接
し
て
い
た
な
ら

ば
︑
果
し
て
何
と
云
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

明
治
三
十
八
年
の
二
月
か
ら
約
二
ヵ
年
間
に
亘
っ
て
﹃
ホ
ト
ト

ギ
ス
﹄
誌
上
に
連
載
さ
れ
た
と
き
︑
こ
の
作
品
が
一
挙
に
し
て
贏か

ち
え
た
人
気
と
評
判
と
に
就
い
て
は
既
に
述
べ
て
置
い
た
通
り
で

あ
る
が
︑
そ
れ
ら
の
莫
大
な
人
気
と
評
判
と
を
以
て
し
て
も
︑
猶
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お
十
分
に
こ
の
作
品
の
価
値
は
認
め
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
持

が
す
る
︒

︱
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ブ
の
云
っ
た
言
葉
に
従
え
ば
︑﹁
俗

衆
と
い
う
も
の
は
︑
た
だ
美
し
い
衣
装
を
見
る
だ
け
で
︑
そ
の
美

し
い
衣
装
の
下
に
隠
れ
て
い
る
美
し
い
肉
体
を
見
る
こ
と
は
出
来

な
い
﹂
も
の
だ
か
ら
⁝
⁝
︒

人
も
知
る
よ
う
に
︑
こ
の
作
品
は
珍
野
苦
沙
弥
な
る
中
学
教
師

の
家
に
飼
わ
れ
た
猫
と
い
う
一
動
物
の
眼
を
借
り
︑
頭
を
借
り
︑

口
を
借
っ
て
︑
人
間
及
び
人
間
生
活
に
対
す
る
深
酷
奇
警
な
る
観

察
と
︑
辛
辣
皮
肉
な
る
批
評
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の

第
一
の
価
値
は
︑
先
ず
何
よ
り
も
表
現
そ
の
も
の
の
裡
に
あ
る
︒
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実
際
︑﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
の
文
章
は
暢
達
自
在
で
あ
る
︒
縦

横
無
礙
で
あ
る
︑
聊
か
の
苦
渋
も
な
け
れ
ば
︑
聊
か
の
停
滞
も

む

げ

い
さ
さ

な
い
︒
軽
き
こ
と
雲
の
ご
と
く
︑
軟
き
こ
と
綿
の
ご
と
き
筆
致
を

以
て
︑
殆
ん
ど
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
底
の
学
殖
と
︑
殆
ん
ど
企
及

た
ん
げ
い

す
べ
か
ら
ざ
る
底
の
空
想
と
を
駆
使
し
︑
通
巻
七
百
余
頁
︑
描
き

来
り
描
き
去
り
︑
最
後
の
一
頁
に
至
る
ま
で
︑
些
の
疲
労
︑
些

い
さ
さ
か

の
弛
緩
を
も
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
作
物
に
於
い
て
︑
漱
石
先
生
は
随
分
手
厳
し
い
諷
刺
と
︑

随
分
大
胆
な
ユ
ー
モ
ア
と
を
発
揮
さ
れ
た
が
︑
そ
の
諷
刺
な
り
︑

そ
の
ユ
ー
モ
ア
な
り
は
︑
徹
頭
徹
尾
上
品
に
︑
徹
頭
徹
尾
温
藉
に
︑

お
ん
し
や
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徹
頭
徹
尾
平
調
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
種
の
作
物
に
於

い
て
屢
々
見
る
が
ご
と
き
卑
俗
や
︑
猥
穢
や
︑
冷
峭
や
は
︑
そ

れ
い
し
よ
う

の
何
れ
の
部
分
に
於
い
て
探
し
覓
め
て
も
︑
到
底
こ
れ
を
見
出
す

も
と

こ
と
は
出
来
な
い
︒
併
し
︑
そ
の
上
品
に
︑
温
藉
に
︑
平
調
に
発

揮
さ
れ
て
い
る
先
生
の
諷
刺
と
ユ
ー
モ
ア
と
の
中
に
は
︑
人
間
及

び
人
間
生
活
の
虚
偽
と
︑
不
正
と
︑
腐
敗
と
に
対
す
る
燃
ゆ
る
が

ご
と
き
憤
り
が
あ
っ
て
︑
そ
の
憤
り
の
発
す
る
と
こ
ろ
︑
間
々
慷

慨
激
越
の
調
を
作
し
て
い
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑

金
田
夫
人
を
主
題
と
し
た
一
節
な
ど
に
は
︑
現
代
に
於
け
る
富
豪

者
流
の
驕
慢
な
り
︑
横
暴
な
り
︑
悖
徳
な
り
︑
浅
薄
な
り
︑
卑
劣

は
い
と
く
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な
り
に
対
す
る
骨
を
刺
す
が
ご
と
き
痛
罵
が
あ
り
︑
ま
た
︑
落
雲

館
生
徒
の
乱
暴
を
記
述
し
た
一
節
な
ど
に
は
︑
現
代
に
於
け
る
教

育
制
度
の
欠
陥
と
︑
一
般
学
生
の
堕
落
し
た
気
風
と
に
対
す
る
肉

を
抉
る
が
ご
と
き
冷
嘲
が
あ
っ
て
︑
作
者
自
身
の
主
観
裡
に
把
捉

え
ぐ

さ
れ
た
対
人
生
の
態
度
に
は
︑
往
々
厭
世
的
に
し
て
︑
且
つ
︑

ペ
シ
ミ
ツ
ク

厭
人
的
な
調
子
す
ら
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
︒
茲
に
至
る
と
︑

ミ
ザ
ン
ス
ト
ロ
ピ
ツ
ク

こ
こ

そ
の
作
物
全
体
を
蔽
う
て
い
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
気
分
は
︑
最
早
︑

何
等
の
調
停
的
︑
緩
和
的
使
命
を
す
ら
果
す
こ
と
が
出
来
な
く
な

り
︑
む
し
ろ
反
っ
て
︑
そ
の
作
物
の
奥
底
を
流
れ
る
悲
壮
的
な
感

じ
を
益
々
強
調
す
る
よ
う
な
反
対
の
結
果
を
招
い
て
い
る
︒

︱
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作
者
の
胸
裡
に
圧
し
来
る
実
感
︵
情
熱
︶
の
強
味
が
︑
遂
に
ユ
ー

モ
ア
の
仮
面
を
剥
奪
せ
ず
ん
ば
止
ま
な
い
程
度
に
ま
で
騰
進
し
た

の
で
あ
る
︒
当
時
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
紙
上
で
︑
二
葉
亭
四
迷
と

推
す
べ
き
グ
リ
ル
・
マ
ル
キ
ン
な
る
人
が
こ
の
作
を
評
し
て
︑﹁
猫

は
決
し
て
ユ
ー
モ
リ
ス
ト
の
作
で
な
い
︒
サ
テ
リ
ス
ト
の
作
で
あ

る
︒
更
に
進
ん
で
云
え
ば
︑
ス
ケ
ッ
プ
テ
ッ
ク
の
作
で
あ
る
︒
言

い
得
べ
く
ん
ば
深
刻
悲
痛
な
る
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
﹂
と
云
っ
た
の

は
︑
思
う
に
こ
の
作
品
が
有
す
る
こ
う
し
た
一
面
に
の
み
着
眼
し

た
結
果
で
あ
ろ
う
︒

遮
莫
︑
こ
の
作
物
は
矢
張
人
生
を
愛
し
︑
人
生
に
対
し
て
暖
い
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同
情
と
広
い
理
解
と
を
有
す
る
人
の
作
物
で
あ
る
︒
如
何
に
苛
辣

か
ら
つ

痛
烈
な
文
字
を
列
べ
︑
如
何
に
深
刻
冷
峭
な
語
句
を
陳
ぬ
る
時
に

つ
ら

於
い
て
も
︑
さ
ら
に
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑
如
何
に
実
感
が
逼

迫
し
︑
如
何
に
情
熱
が
燃
焼
し
た
時
に
於
い
て
も
︑
作
者
は
猶
お

人
生
に
対
し
て
一
味
の
愛
着
を
有
し
︑
人
生
そ
の
も
の
の
与
え
る

内
容
に
対
し
て
あ
る
種
の
牽
引
を
感
じ
て
い
る
︒﹃
吾
輩
は
猫
で

あ
る
﹄
一
巻
を
通
じ
て
︑
何
処
と
な
く
一
道
の
春
風
が
行
き
渡
る

よ
う
な
暖
か
さ
と
︑
長
閑
さ
と
︑
静
け
さ
と
が
あ
る
の
は
︑
全
く

の
ど
か

こ
う
し
た
理
由
に
因
縁
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
意
味
に
於
い

て
︑
先
生
は
人
間
を
愛
し
︑
人
生
を
愛
し
た
が
故
に
諷
刺
し
︑
諷
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刺
す
る
が
故
に
ユ
ー
モ
ア
に
走
っ
た
︒
一
つ
は
一
つ
の
救
抜
で
あ

り
︑
一
つ
は
一
つ
の
援
護
で
あ
っ
た
︒

純
粋
に
鑑
賞
的
な
見
地
に
立
つ
と
︑﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
が

有
す
る
興
味
の
焦
点
は
︑
矢
張
諷
刺
と
ユ
ー
モ
ア
と
に
相
違
は
な

い
が
︑
そ
の
諷
刺
と
ユ
ー
モ
ア
を
潤
色
し
て
︑
こ
れ
に
生
々
の
諷

刺
味
を
附
加
し
た
も
の
は
︑
全
く
先
生
個
有
の
饒
富
な
る
聯
想
能

じ
よ
う
ふ

力
で
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
饒
富
な
る
聯
想
能
力
は
︑
そ
の
背
後
に

該
博
な
る
学
殖
と
︑
高
邁
な
る
見
識
と
を
控
え
て
︑
益
々
陸
離
た

る
光
彩
を
加
え
た
︒
殊
に
︑
求
め
ず
し
て
自
ら
得
ら
れ
た
る
機
智

諧
謔
の
才
は
︑
随
所
に
散
在
す
る
幾
多
の
警
句
を
生
ん
で
︑
一
読
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巻
を
擱
く
に
忍
び
な
い
ほ
ど
の
興
趣
を
齎
し
て
い
る
︒

︱
一

お

も
た
ら

つ
の
場
面
か
ら
云
う
と
︑
泥
棒
が
苦
沙
弥
先
生
の
宅
に
忍
び
込
ん

で
山
の
芋
を
盗
ん
で
行
く
一
節
と
︑
迷
亭
及
び
独
仙
が
床
の
間
の

前
に
碁
盤
を
据
え
て
対
局
す
る
一
節
と
は
︑
と
も
に
依
々
低
徊
の

い

い

情
趣
に
富
ん
で
い
て
︑
容
易
く
非
儔
を
見
出
し
え
な
い
ほ
ど
の
名

文
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
自
分
は
先
生
が
英
国
十
八
世
紀
に
於
け
る
最
大
の
諷

刺
家
で
あ
っ
た
ヨ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
就
い
て
云
わ
れ
た
言

葉
を
茲
に
引
抄
し
て
筆
を
擱
き
た
い
︒
そ
れ
は
先
生
の
場
合
に
於

こ
こ

い
て
も
ま
た
あ
る
程
度
ま
で
改
鋳
を
加
え
る
必
要
な
く
云
い
え
ら
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れ
る
言
葉
だ
と
思
う
︒

此
人
は
欠
点
も
あ
る
に
は
相
違
な
い
が
大
家
で
あ
る
︒
彼

は
最
も
強
大
な
る
諷
刺
家
の
一
人
で
あ
る
︒
彼
は
理
非
の
弁

別
に
敏
く
︑
世
の
中
の
腐
敗
を
鋭
敏
に
感
ず
る
人
で
あ
る
︒

病
的
に
人
間
を
嫌
忌
し
た
と
い
う
名
を
博
し
た
に
拘
ら
ず
︑

親
切
な
人
で
あ
る
︑
正
義
の
人
で
あ
る
︑
見
識
を
持
っ
た
人

で
あ
る
︒
見
識
が
な
け
れ
ば
諷
刺
は
書
け
な
い
︒
妄
り
に
悪

み
だ

口
を
吐
い
た
り
︑
皮
肉
な
雑
言
を
弄
す
る
こ
と
は
誰
に
で
も

出
来
る
が
︑
真
に
諷
刺
と
も
云
う
べ
き
も
の
は
︑
正
し
き
道
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理
の
存
す
る
所
に
陣
取
っ
て
︑
一
隻
の
批
評
眼
を
具
し
て
世

間
を
見
渡
す
人
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
ス
ウ

ィ
フ
ト
の
諷
刺
は
堂
々
た
る
文
学
で
あ
る
︒
後
代
に
伝
う
べ

き
述
作
で
あ
る
︒

﹃
鶉
籠
﹄

う
ず
ら
か
ご

こ
の
集
に
は
﹃
草
枕
﹄︑﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄
及
び
﹃
二
百
十
日
﹄

の
三
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

︱
﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄
は
先
生
が

伊
予
松
山
の
県
立
中
学
に
赴
任
せ
ら
れ
た
当
時
の
経
験
を
土
台
と
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し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
云
っ
た
通
り
で
あ
る

が
︑﹃
草
枕
﹄
と
﹃
二
百
十
日
﹄
と
は
︑
と
も
に
先
生
が
熊
本
の

五
高
時
代
に
於
け
る
経
験
を
基
礎
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
ら
し

い
︒
聞
く
と
こ
ろ
に
拠
る
と
︑
熊
本
に
在
任
の
当
時
︑
先
生
は
屢
々

小
天
温
泉
︵
熊
本
の
西
︑
金
峯
山
の
山
腹
︑
有
明
湾
を
脚
下
に
見
た

お
あ
ま

と
こ
ろ
に
あ
る
︶
と
い
う
温
泉
場
に
出
掛
け
て
逗
留
せ
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
そ
う
だ
が
︑
そ
の
都
度
宿
泊
せ
ら
れ
た
宿
屋
が
前
田

案
山
子
と
い
う
人
の
経
営
で
あ
っ
て
︑
そ
の
人
の
娘
に
恰
度
﹃
草

か

が

し

ち
よ
う
ど

枕
﹄
の
中
に
出
て
来
る
よ
う
な
女
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
二
百
十
日
﹄
の
方
は
︑
先
生
が
阿
蘇
の
噴
火
口
に
登
臨
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を
試
み
ら
れ
た
当
時
の
記
憶
が
︑
一
篇
の
骨
子
に
な
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
想
像
す
る
︒

﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄
は
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
に
次
い
で
広
く
読
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
の
興
味
は
︑
勿
論
そ
の
瓢
逸
に
し

て
奇
警
な
る
文
章
に
も
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
︑
そ
の
自
然
に
し
て
痛

快
な
る
構
想
に
も
あ
ろ
う
が
︑
全
体
の
上
か
ら
見
て
︑
最
も
強
く

読
者
の
心
を
惹
き
付
け
る
も
の
は
︑
こ
の
作
品
の
底
に
流
れ
て
い

る
至
純
な
る
感
情
と
︑
こ
の
作
品
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
素
樸
な

そ
ぼ
く

る
道
念
と
で
あ
る
︒

著
者
は
嘗
て
﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄
を
読
ん
で
︑
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
清
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と
い
う
女
中
の
こ
と
を
書
い
た
一
節
に
出
会
し
た
時
︑
睫
の
先

ま
つ
げ

き
へ
不
図
涙
の
滲
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒
近
頃
﹃
坊
っ
ち
ゃ

ふ

と

ん
﹄
を
読
み
返
し
て
︑
ま
た
同
じ
経
験
を
繰
返
し
た
︒﹃
坊
っ
ち

ゃ
ん
﹄
が
面
白
い
の
は
︑
全
く
こ
う
し
た
純
樸
な
感
情
に
動
か
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
︒こ
う
し
た
純
樸
な
感
情
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑

作
者
の
筆
が
如
何
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
動
い
て
行
っ
て
も
︑
決
し
て

読
者
を
動
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
︒
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
坊
っ
ち
ゃ
ん

ら
し
く
活
躍
す
る
と
こ
ろ
に
は
︑
必
ず
人
間
の
純
樸
な
感
情
が
活

躍
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
面
白
く
も
あ
れ
ば
︑
尊
く
も
あ
る
の
で
あ

る
︒
こ
う
い
う
意
味
に
於
い
て
︑﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
に
於
い
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て
表
れ
て
い
た
先
生
の
正
義
感
は
︑
こ
の
作
品
に
於
い
て
最
も
至

醇
な
る
表
現
を
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
︒

中
学
校
生
活
の
愚
劣
さ
や
醜
さ
を
描
い
て
い
る
作
者
の
態
度
に

は
︑
か
な
り
観
照
的
な
余
裕
が
な
い
で
は
な
い
が
︑
教
員
会
議
や

宴
会
の
愚
劣
の
光
景
を
描
出
し
た
一
節
な
ど
に
至
る
と
︑
そ
の
描

写
が
殆
ん
ど
霊
活
の
域
に
達
し
て
い
る
と
共
に
︑
遉
が
に
作
者
自

さ
す

身
の
極
度
に
苦
り
切
っ
た
容
子
が
見
え
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
︒

よ
う
す

殊
に
﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄
に
は
先
生
の
性
格
描
写
に
対
す
る
卓
越
し

た
技
倆
が
現
れ
︑
赤
シ
ャ
ツ
と
称
す
る
教
頭
や
︑
野
だ
い
こ
と
称

す
る
図
画
の
教
員
や
︑
山
嵐
と
称
す
る
数
学
の
先
生
な
ど
が
︑
皆
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さ
な
が
ら
の
実
在
性
を
帯
び
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︵
尤
も
︑
そ

の
性
格
描
出
に
は
︑
幾
分
チ
ピ
カ
ル
な
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
い
︶︒

﹃
二
百
十
日
﹄
は
清
淡
な
詩
趣
に
富
ん
だ
作
品
で
あ
る
︒
山
下
の

温
泉
宿
に
泊
っ
た
阿
蘇
登
山
の
客
が
二
人
︑
秋
風
の
吹
く
中
を
響

い
て
来
る
村
鍛
冶
の
鉄
碪
を
打
つ
音
を
聞
き
な
が
ら
︑
幼
年
時
代

か
な
し
き

の
と
り
と
め
も
な
い
思
い
出
を
話
し
合
っ
た
り
︑
二
百
十
日
の
阿

蘇
に
登
っ
て
︑
吹
き
し
き
る
嵐
の
中
に
吐
き
出
す
噴
火
口
の
ど
す

黒
い
煙
を
眺
め
な
が
ら
︑
瀟
々
た
る
薄
に
紛
れ
て
道
を
失
し

し
よ
う
し
よ
う

す
す
き

て
終
う
こ
と
な
ど
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
︒
全
体
は
殆
ん
ど
簡
潔

し
ま

な
対
話
か
ら
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
作
者
の
覘
っ
た

ね
ら
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境
地
は
遺
憾
な
く
現
れ
て
い
る
︒

秋
風
の
温
泉
宿
︑
二
百
十
日
の
阿
蘇
︑
村
鍛
冶
の
打
つ
鉄
碪
の

音
︑
幼
年
時
代
の
寒
念
仏
の
話
︑
肥
後
訛
り
の
下
女
︑

︱
そ
う

か
ん
ね
ぶ
つ

し
た
も
の
を
一
貫
す
る
作
者
の
趣
味
は
︑
慥
か
に
作
者
が
俳
人
と

し
て
の
閲
歴
を
思
い
起
さ
せ
る
︒
如
何
に
も
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い

る
︒
如
何
に
も
伸
ん
び
り
と
し
て
い
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
ゆ
っ
た

り
と
し
た
も
の
︑
そ
の
伸
ん
び
り
と
し
た
も
の
の
中
に
︑
汲
め
ど

も
尽
き
な
い
ほ
ど
の
情
趣
が
あ
る
︒
こ
れ
を
名
け
て
俳
味
と
云
う

な
づ

も
よ
か
ろ
う
︒
低
徊
趣
味
と
云
う
も
よ
か
ろ
う
︒
兎
に
角
︑
こ
の

作
品
な
ど
は
先
生
で
な
く
て
は
到
底
書
け
な
い
も
の
で
あ
る
︒
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対
話
は
う
ま
い
︒
対
話
の
中
に
時
々
挿
ん
で
あ
る
地
の
文
は

愈
々
う
ま
い
︒

︱
﹁
風
呂
場
を
出
る
と
︑
ひ
や
り
と
吹
く
秋
風

が
︑
袖
口
か
ら
す
う
と
這
入
っ
て
︑
素
肌
を
臍
の
あ
た
り
迄
吹
き

へ
そ

抜
け
た
︒
出
臍
の
圭
さ
ん
は
︑
は
っ
く
し
ょ
う
と
大
き
な
苦
沙
弥

を
無
遠
慮
に
や
る
︒
上
が
り
口
に
白
芙
蓉
が
五
六
輪
︑
夕
暮
の
秋

は
く
ふ
よ
う

を
淋
し
く
咲
い
て
い
る
︒
見
上
げ
る
向
う
で
は
阿
蘇
の
山
が
ご
う

う
ご
う
う
と
遠
く
な
が
ら
鳴
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
一
条
な
ど
を
読

む
と
︑
自
分
は
︑
そ
れ
だ
け
で
も
う
立
派
な
作
品
に
な
っ
て
い
る

と
思
う
︒

﹃
草
枕
﹄
は
﹃
鶉
籠
﹄
一
巻
の
代
表
的
作
品
と
も
見
る
べ
き
も
の
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で
あ
る
︒

嘗
て
高
浜
虚
子
氏
が
︑
先
生
の
作
品
﹃
幻
影
の
盾
﹄︑﹃
坊
っ

ち
ゃ
ん
﹄︑﹃
野
分
﹄
な
ど
の
諸
篇
が
纔
か
一
週
間
ば
か
り
で
脱

わ
ず

稿
し
た
と
い
う
事
実
に
就
い
て
述
べ
︑﹁
そ
の
当
時
漸
く
原
稿
紙

十
枚
か
二
十
枚
位
の
写
生
文
を
や
っ
と
書
き
上
げ
て
︑
何
か
大
事

業
を
仕
遂
げ
で
も
し
た
よ
う
に
思
っ
て
い
た
私
等
仲
間
の
も
の
に

は
︑
夏
目
さ
ん
の
原
稿
の
書
き
上
げ
方
が
不
思
議
な
位
に
考
え
ら

れ
て
︑そ
の
一
気
呵
成
的
の
達
筆
に
驚
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
頃
の
夏
目
さ
ん
の
筆
は
何
の
渋
滞
す
る
と
こ
ろ
も
な
く
︑
縦

横
無
礙
に
奔
馬
の
よ
う
な
勢
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

む

げ
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た
︒
初
め
文
章
の
方
で
は
先
輩
の
つ
も
り
で
い
た
私
等
仲
間
の
者

達
は
︑
殆
ん
ど
皆
呆
気
に
と
ら
れ
て
︑
奔
馬
空
を
行
く
よ
う
な
状

態
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
を

云
っ
て
い
ら
れ
た
が
︑
雑
誌
﹃
新
小
説
﹄
の
嘱
に
依
っ
て
︑
先
生

が
﹃
草
枕
﹄
二
百
余
枚
を
書
き
上
げ
ら
れ
る
た
め
に
費
さ
れ
た
日

数
も
︑
纔
か
に
二
週
日
を
出
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

多
年
の
間
爆
発
し
よ
う
と
し
て
し
な
か
っ
た
先
生
の
創
作
熱
が
︑

一
度
び
囂
然
と
し
て
爆
発
し
た
時
の
壮
観
を
思
う
と
︑
自
分
は
坐

ひ
と
た

ご
う
ぜ
ん

そ
ぞ

ろ
に
そ
れ
を
明
治
文
学
史
上
に
於
け
る
一
大
事
実
だ
と
思
わ
ざ
る

を
え
な
い
︒
実
際
︑
カ
ー
ラ
イ
ル
が
云
っ
た
よ
う
に
︑﹁
抑
制
に
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抑
制
を
加
え
︑
圧
迫
に
圧
迫
を
加
え
た
ほ
ど
︑
そ
の
爆
発
は
大
き

な
も
の
で
あ
る
﹂︒

﹃
草
枕
﹄
の
筋
は
簡
単
で
あ
る
︒
あ
る
西
洋
画
家
が
山
峡
の
春
を

求
め
て
︑
物
古
り
た
る
温
泉
宿
の
一
室
に
幾
日
か
を
過
し
︑
風
変

も
の
ふ

り
な
る
一
人
の
美
し
い
女
を
相
手
に
し
て
︑心
ゆ
く
ほ
ど
所
謂﹁
非

人
情
﹂
の
境
地
を
楽
し
む
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
間
に
は
茶
屋

の
婆
さ
ん
が
出
る
︒
馬
子
が
出
る
︒
古
い
時
代
の
伝
説
が
出
る
︒

江
戸
児
の
床
屋
が
出
る
︒
禅
宗
の
老
僧
が
出
る
︒
満
洲
に
行
く
と

い
う
男
が
出
る
︒
種
々
雑
多
な
人
物
や
事
件
が
出
た
り
起
っ
た
り

す
る
が
︑
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
皆
作
者
個
有
の
趣
味
に
溶
化
せ
ら
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れ
て
︑
何
等
の
破
綻
も
な
く
︑
渾
然
た
る
芸
術
境
を
構
成
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
る
と
︑﹃
草
枕
﹄

に
描
か
れ
て
い
る
芸
術
境
は
︑
作
者
そ
の
人
に
と
っ
て
の
﹁
人
為

的
天
国
﹂
で
あ
る
と
云
っ
て
い
い
︒

﹃
草
枕
﹄
に
至
っ
て
︑
も
っ
と
悉
し
く
云
う
と
︑﹃
草
枕
﹄
に
描

く
わ

か
れ
て
い
る
芸
術
境
︑
即
ち
﹁
非
人
情
﹂
に
至
っ
て
︑
漱
石
先
生

の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
始
め
て
爛
漫
た
る
花
を
開
い
た
︒
そ
こ
に

は
明
か
に
現
実
を
去
っ
て
空
想
に
赴
き
︑
人
間
を
棄
て
て
自
然
に

即
こ
う
と
す
る
欲
求
と
︑
そ
の
欲
求
の
動
く
と
こ
ろ
︑
あ
ら
ゆ
る

つ現
象
か
ら
逸
れ
て
︑
遠
く
可
想
の
天
地
に
入
ろ
う
と
す
る
熱
意
と
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が
あ
る
︒﹃
漾
虚
集
﹄
に
あ
っ
て
は
︑
こ
れ
が
未
だ
一
種
の
傾
向

に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
︑﹃
草

枕
﹄
に
至
っ
て
は
︑
最
早
儼
と
し
た
一
種
の
信
仰
に
な
っ
て
い
る
︒

げ
ん

先
生
は
云
う
︒

﹁
苦
し
ん
だ
り
︑
怒
っ
た
り
︑
騒
い
だ
り
︑
泣
い
た
り
は
人
の
世

に
つ
き
も
の
だ
︒
余
も
三
十
年
の
間
そ
れ
を
仕
通
し
て
︑
飽
々
し

た
︒
飽
き
飽
き
し
た
上
に
芝
居
や
小
説
で
同
じ
刺
激
を
繰
り
返
し

て
は
大
変
だ
︒
余
が
欲
す
る
詩
は
そ
ん
な
世
間
的
の
人
情
を
鼓
舞

す
る
様
な
も
の
で
は
な
い
︒
俗
念
を
放
棄
し
て
︑
し
ば
ら
く
で
も

塵
界
を
離
れ
た
心
持
ち
に
な
れ
る
詩
で
あ
る
﹂︒
ま
た
云
う
︒﹁
越
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す
事
の
な
ら
ぬ
世
が
住
み
に
く
け
れ
ば
︑
住
み
に
く
い
所
を
ど
れ

ほ
ど
か
︑
寛
容
て
︑
束
の
間
の
命
を
︑
束
の
間
で
も
住
み
よ
く
せ

く
つ
ろ
げ

ね
ば
な
ら
ぬ
︒
こ
こ
に
詩
人
と
い
う
天
職
が
出
来
て
︑
こ
こ
に
画

家
と
い
う
使
命
が
降
る
︒
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
士
は
人
の
世
を
長
閑

に
し
︑
人
の
心
を
豊
か
に
す
る
が
故
に
尊
と
い
﹂

︱
こ
の
意
味

に
於
い
て
︑
先
生
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
︑
そ
の
心
因
を
矢
張
諷

刺
と
ユ
ー
モ
ア
と
の
廻
避
的
思
想
に
発
し
て
い
る
︒
先
生
の
内
的

生
活
に
於
け
る
鬱
憂
と
苦
悶
と
が
︑
こ
う
し
た
二
つ
の
道
を
選
ん

で
漏
ら
さ
れ
た
点
に
は
か
な
り
の
興
味
が
あ
る
︒

﹃
草
枕
﹄
の
文
章
は
︑
そ
の
絢
爛
瑰
麗
な
る
点
に
於
い
て
︑
当
時
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の
文
壇
を
驚
倒
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
︒
同
じ
く
絢
爛
瑰
麗
で
は

あ
る
が
︑﹃
幻
影
の
盾
﹄︑﹃
倫
敦
塔
﹄︑﹃
薤
露
行
﹄
な
ど
の
文
章

が
多
く
洋
文
脈
を
引
い
た
文
章
体
で
あ
る
に
反
し
︑﹃
草
枕
﹄
の

文
章
は
著
し
く
漢
文
脈
を
引
い
た
口
語
体
で
あ
っ
て
︑
両
者
の
間

に
は
か
な
り
際
立
っ
た
相
違
が
あ
る
︒
何
れ
に
し
て
も
︑
わ
が
文

壇
稀
れ
に
見
る
の
名
文
で
あ
っ
て
︑
単
に
文
章
と
い
う
点
か
ら
云

っ
て
も
︑
十
分
永
久
に
残
る
だ
け
の
価
値
が
あ
ろ
う
︒
併
し
︑
今

日
の
眼
か
ら
見
る
と
︑﹃
倫
敦
塔
﹄
な
ど
の
文
章
が
徹
頭
徹
尾
至

醇
な
趣
致
を
持
っ
て
い
る
の
に
較
べ
る
と
︑﹃
草
枕
﹄
の
文
章
に

は
︑
先
生
自
身
の
所
謂
﹁
瑰
麗
眼
を
喜
ば
し
む
る
に
足
る
と
雖
も
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多
少
の
芝
居
気
﹂
が
あ
っ
て
︑
そ
の
ス
タ
イ
ル
や
気
分
の
上
に
︑

猶
お
多
く
の
混
濁
と
蕪
雑
と
が
あ
り
︑
且
つ
︑
何
と
な
く
一
種
の

ぶ
ざ
つ

臭
味
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
思
う
に
︑
前
者
の
記
述
が

あ
く
ま
で
抒
情
的
気
分
を
以
て
一
貫
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
後
者

の
記
述
は
︑
時
に
叙
事
と
な
り
︑
時
に
抒
情
と
な
り
︑
時
に
談
理

と
な
っ
て
︑
動
も
す
る
と
︑
全
体
を
統
整
す
る
気
分
の
調
和
を
傷

や
や

う
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
従
っ
て
︑
前
者
が
立
派
な
散
文

詩
と
し
て
の
本
質
を
有
し
て
い
る
に
関
ら
ず
︑
後
者
は
矢
張
小
説

と
か
物
語
と
か
い
う
範
躊
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒



44

﹃
四

篇
﹄

こ
の
集
に
は
﹃
文
鳥
﹄︑﹃
夢
十
夜
﹄︑﹃
永
日
小
品
﹄︑﹃
満
韓

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
﹄
の
四
篇
が
輯
め
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
満
韓
と
こ

あ
つ

ろ
ど
こ
ろ
﹄
を
除
い
た
以
外
の
三
篇
は
︑
皆
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の

匂
い
に
富
ん
だ
︑
宝
玉
の
よ
う
に
愛
す
べ
き
短
篇
で
あ
る
︒

中
に
就
い
て
も
﹃
文
鳥
﹄
の
一
篇
は
︑
全
体
が
写
生
文
脈
を
引

い
た
文
章
で
あ
っ
て
︑
著
し
く
叙
事
的
分
子
の
勝
っ
た
も
の
で
あ

る
が
︑
慥
か
に
こ
の
集
を
代
表
す
る
に
足
る
逸
品
で
あ
ろ
う
と
思

う
︒
殊
に
︑
こ
の
一
篇
を
読
ん
で
最
も
面
白
く
感
ず
る
点
は
︑
籠
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の
中
に
於
け
る
文
鳥
の
動
作
を
︑
極
め
て
細
緻
に
︑
極
め
て
可
憐

に
︑
極
め
て
美
麗
に
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
︑
そ
の
文
鳥

の
動
作
を
過
去
の
女
に
結
び
付
け
︑
こ
れ
に
夢
の
よ
う
な
追
想
を

托
す
る
と
こ
ろ
な
ど
に
至
っ
て
は
︑
そ
の
構
想
と
技
巧
と
の
妙
︑

殆
ん
ど
読
者
を
し
て
酔
わ
し
め
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

﹃
夢
十
夜
﹄
は
十
日
間
の
夢
物
語
と
い
う
形
式
で
︑
全
体
の
感
じ

が
何
と
な
く
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
そ
れ
を
思
い
起
さ
せ
る
よ
う
な
十

個
の
散
文
詩
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
中
に
は
勿
論
上
出
来

の
も
の
と
不
出
来
の
も
の
と
が
あ
っ
て
︑
一
様
に
全
体
の
価
値
を

評
価
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
︑﹁
第
一
夜
﹂
と
﹁
第
五
夜
﹂
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と
﹁
第
六
夜
﹂
と
が
最
も
面
白
く
︑﹁
第
二
夜
﹂
と
﹁
第
三
夜
﹂

と
は
最
も
面
白
く
な
い
︒﹁
第
四
夜
﹂
も
爺
さ
ん
が
河
を
渡
っ
て

見
え
な
く
な
る
と
こ
ろ
が
好
く
︑﹁
第
七
夜
﹂
も
海
に
飛
び
込
ん

で
後
悔
す
る
と
こ
ろ
が
好
く
︑﹁
第
十
夜
﹂
も
七
日
六
晩
豚
を
殴

り
殺
す
と
こ
ろ
が
好
い
が
︑
作
品
全
体
の
上
か
ら
云
う
と
︑
矢
張

前
に
挙
げ
た
三
篇
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
思
う
︒

﹁
第
一
夜
﹂
を
読
む
と
︑
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ぺ
ー
タ
ー
が
﹃
文
芸
復

興
﹄
の
劈
頭
に
挙
げ
た
フ
ラ
ン
ス
の
古
い
口
碑
を
読
む
よ
う
な
気

持
が
す
る
︒
女
が
死
ぬ
る
と
こ
ろ
の
描
写
は
あ
ま
り
に
リ
ア
リ
ス

チ
ッ
ク
で
あ
る
が
︑
大
き
な
赤
い
日
が
東
か
ら
出
て
西
に
落
ち
て
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行
く
と
こ
ろ
や
︑
石
の
下
か
ら
青
い
茎
が
伸
び
て
真
白
な
百
合
の

花
が
咲
く
と
こ
ろ
な
ど
は
︑
如
何
に
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
美
し
さ

に
充
ち
て
い
る
︒﹁
第
五
夜
﹂
は
後
半
が
い
い
︒
女
が
白
い
馬
に

乗
っ
て
一
散
に
飛
ん
で
来
る
と
︑
途
中
で
天
探
女
が
鶏
の
鳴
声
を

あ
ま
の
じ
や
く

す
る
と
い
う
の
が
古
雅
だ
︒﹁
第
六
夜
﹂
は
理
詰
め
な
と
こ
ろ
が

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
散
文
詩
式
で
あ
る
が
︑
兎
に
角
違
っ
た
意
味
で

面
白
い
に
相
違
な
い
︒
護
国
寺
の
山
門
で
運
慶
が
仁
王
を
刻
ん
で

い
る
と
い
う
思
い
付
き
は
︑思
い
付
き
自
身
が
既
に
奇
抜
で
あ
る
︒

﹃
永
日
小
品
﹄
に
は
二
十
五
篇
の
小
品
が
集
め
ら
れ
て
い
る
︒
中

に
は
散
文
詩
の
よ
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
︑
ま
た
︑
短
篇
小
説
の
よ
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う
な
も
の
も
あ
っ
て
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
面
白
い
︒
殊
に
面
白
い
の

は
先
生
の
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
の
材
料
に
依
っ
て
出
来
上
っ
た
も
の

で
あ
っ
て
︑﹃
下
宿
﹄︑﹃
過
去
の
匂
い
﹄︑﹃
霧
﹄︑﹃
昔
﹄︑﹃
ク
レ

イ
グ
先
生
﹄
な
ぞ
の
諸
作
は
︑
皆
芸
術
味
の
豊
か
な
小
品
で
あ
る
︒

殊
に
︑﹁
霧
﹂
の
叙
述
は
真
に
逼
っ
た
巧
み
さ
が
あ
り
︑﹃
昔
﹄

せ
ま

の
文
章
は
詩
か
ら
生
れ
た
美
し
さ
が
あ
り
︑﹃
ク
レ
イ
グ
先
生
﹄

の
描
写
は
確
実
な
印
象
の
捕
捉
が
あ
っ
て
︑
坐
ろ
に
作
者
の
芸
術

そ
ぞ

的
天
分
の
深
さ
を
思
わ
せ
る
︒
そ
の
他
の
も
の
で
は
︑
何
と
な
く

ゴ
ー
ゴ
リ
の
﹃
肖
像
画
﹄
に
似
通
っ
た
よ
う
な
感
じ
を
起
さ
せ
る

﹃
モ
ナ
リ
ザ
﹄
や
︑
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
短
篇
に
似
通
っ
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た
よ
う
な
感
じ
を
起
さ
せ
る
﹃
金
﹄
な
ど
が
い
い
︒
何
れ
に
し
て

か
ね

い
ず

も
手
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

﹃
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
﹄
は
先
生
の
全
作
中
に
於
け
る
唯
一
の
旅

行
記
で
あ
っ
て
︑
学
生
時
代
の
追
憶
を
叙
し
た
と
こ
ろ
や
︑
南
満

の
蕭
条
た
る
風
物
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
は
か
な
り
の
面
白
さ
が
あ

る
が
︑
そ
れ
以
外
に
は
別
に
こ
れ
と
云
っ
て
取
り
立
て
て
い
う
ほ

ど
の
こ
と
も
な
い
︒
文
章
は
平
淡
で
上
品
で
︑
そ
れ
で
い
て
何
処

に
か
瓢
逸
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
こ
の
瓢
逸
な
と
こ
ろ
を
見
て
︑
生

真
面
目
一
方
の
長
塚
節
氏
は
︑﹁
漱
石
は
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
﹂

と
云
っ
た
も
の
ら
し
い
︒
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