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︹
前
略
︺

先
生
が
書
画
に
志
さ
れ
た
の
は
︑
恐
ら
く
今
か
ら
十
数
年
前
か

ら
の
こ
と
だ
と
思
う
︒
当
時
書
画
に
趣
味
の
乏
し
か
っ
た
僕
な
ど

は
︑
う
っ
か
り
気
が
附
か
ず
に
い
た
け
れ
ど
も
﹁
吾
輩
は
猫
で
あ

る
﹂
の
中
に
も
主
人
公
が
猫
の
写
生
を
や
っ
て
︑
あ
の
口
の
悪
い

猫
か
ら
散
々
罵
倒
さ
れ
て
い
る
所
が
あ
っ
た
よ
う
だ
か
ら
︑
あ
の

前
か
ら
︑
既
に
幾
ら
か
ず
つ
や
っ
て
居
ら
れ
た
も
の
と
見
え
る
︒

そ
の
後
︑
水
彩
画
も
可
な
り
熱
心
に
や
ら
れ
た
そ
う
だ
︒
そ
の
当
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時
の
物
は
︑
今
︑
小
宮
君
の
手
に
あ
る
と
の
話
で
あ
る
︒

ま
た
野
上
臼
川
氏
の
家
で
見
た
極
密
の
竹
林
兼
松
林
山
水
の

き
ゆ
う
せ
ん

け
ん

如
き
は
︑
そ
の
一
部
に
不
手
際
な
と
こ
ろ
が
あ
る
に
拘
ら
ず
非
常

な
苦
心
の
作
で
︑
こ
ん
な
密
な
物
を
先
生
は
何
時
書
か
れ
た
ろ
う

い

つ

と
臼
川
氏
に
聞
い
た
ら
︑
今
か
ら
三
︑
四
年
前
に
書
か
れ
た
と
の

こ
と
だ
か
ら
︑
先
生
の
書
画
の
道
に
志
さ
れ
た
の
は
︑
僕
が
伺
う

よ
う
に
な
っ
た
数
年
前
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
然
し
本

当
に
熱
心
に
な
っ
て
︑
そ
の
熱
心
の
程
度
が
側
の
人
を
驚
か
し
且か

つ

又
そ
の
上
達
の
著
し
く
目
に
見
え
て
︑
専
門
の
書
画
家
を
し
て
殆

ま
た

ほ
と

ん
ど
驚
嘆
の
声
を
発
せ
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
最
近
一
年
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間
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
僕
に
は
考
え
ら
れ
る
︒

熱
心
と
云
え
ば
︑
先
生
の
書
画
熱
と
い
う
も
の
は
︑
随
分
高
か

っ
た
︒
そ
の
熱
度
の
百
度
以
上
の
患
者
た
る
僕
を
さ
え
屡
々
驚
か

し
ば
し
ば

し
た
程
で
あ
る
︒
こ
う
云
う
こ
と
を
言
っ
て
好
い
か
悪
い
か
分
ら

な
い
が
︑
僕
か
ら
見
れ
ば
先
生
の
近
来
の
本
当
の
興
味
は
小
説
を

去
っ
て
書
画
に
移
っ
て
い
た
と
云
い
た
い
位
い
だ
︒
現
に
﹁
明
暗
﹂

を
書
か
れ
る
一
ケ
月
前
に
︑
微
恙
の
為
め
に
臥
床
さ
れ
て
い
た
時

び
よ
う

に
︑
小
説
の
趣
向
は
も
う
出
来
ま
し
た
か
と
訊
い
た
ら

︱

﹁
ま
だ
何
に
も
考
え
て
い
な
い
︑
実
は
画
の
こ
と
を
考
え
て
︑

小
説
が
終
っ
た
な
ら
ば
︑
三
幅
対
の
大
作
を
一
つ
や
り
た
く
っ
て
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漸
く
考
案
が
纏
ま
っ
た
﹂

と
︑
云
う
よ
う
な
お
話
が
あ
っ
た
の
で
も
︑
そ
う
思
わ
れ
る
︒

ま
た
池
辺
三
山
氏
の
書
を
非
常
に
褒
め
て
︑
日
本
で
は
徳
川
時
代

に
も
そ
れ
以
後
に
も
あ
の
位
い
の
人
は
無
い
と
云
っ
て
い
ら
れ

た
︒
そ
し
て
何
処
か
で
三
山
氏
の
画
も
見
ら
れ
た
そ
う
で
︑﹁
画

ど

こ

も
ま
た
う
ま
い
︑
あ
の
男
は
書
画
を
や
れ
ば
確
か
に
日
本
一
に
な

っ
た
︑
新
聞
記
者
な
ど
に
な
っ
て
惜
し
い
事
を
し
た
も
の
だ
︒
尤

も
つ
と

も
そ
う
云
っ
た
ら
池
辺
は
屹
度
書
画
な
ん
か
は
士
君
子
の
末
技
だ

き
つ
と

と
か
余
技
だ
と
か
云
っ
て
怒
る
だ
ろ
う
が
︑
僕
に
は
ど
う
も
新
聞

記
者
よ
り
も
其
の
方
が
好
か
っ
た
よ
う
に
思
う
﹂
と
言
わ
れ
て
居お
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っ
た
の
で
も
︑
先
生
の
興
味
の
在
る
と
こ
ろ
が
分
ろ
う
︒

ま
た
僕
も
現
に
先
生
に
対
っ
て
︑

︱

む
か

﹁
先
生
の
こ
の
頃
の
興
味
の
中
心
は
小
説
よ
り
も
書
画
に
あ
る

よ
う
で
す
ね
﹂
と
言
っ
た
︒
と
︑

﹁
そ
り
ゃ
そ
う
さ
︑
一
方
は
商
売
で
一
方
は
道
楽
な
ん
だ
か
ら
︑

話
だ
っ
て
商
売
よ
り
も
道
楽
の
方
が
面
白
い
ん
だ
よ
﹂

と
言
っ
て
居
ら
れ
た
の
で
益
々
明
ら
か
で
あ
る
︒

ま
す
ま
す

先
生
の
書
は
︑
書
体
は
い
ろ
い
ろ
に
変
っ
て
い
て

︱
即
ち
肉

細
の
細
長
い
字
が
あ
っ
た
り
︑
又
肉
太
の
円
味
を
帯
び
た
字
が
あ

っ
た
り
し
て
︑
一
見
し
て
は
全
く
別
人
の
手
に
な
っ
た
よ
う
な
物
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が
あ
っ
て
︑
一
概
に
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
︒
大
体
坊

主
臭
い
字
の
よ
う
に
思
う
︒
俗
字
と
云
う
の
は
先
生
の
最
も
嫌
わ

れ
た
も
の
で
︑
吾
々
が
見
て
相
当
に
好
い
文
字
だ
と
思
う
も
の
で

も
︑
こ
れ
は
俗
字
で
い
か
ん
い
か
ん
︑
実
に
い
か
ん
と
云
う
よ
う

な
批
評
を
よ
く
下
さ
れ
た
︒

坊
主
臭
い
と
云
っ
て
も
︑先
生
の
最
も
好
く
親
し
ま
れ
た
の
は
︑

松
山
の
明
月
和
尚
︑
越
後
の
良
寛
︑
こ
の
二
人
の
物
は
大
分
賞
翫

し
よ
う
が
ん

も
さ
れ
︑
亦
時
に
は
稽
古
も
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
︒
ま
た
黄
檗
の

ま
た

お
う
ば
く

物
も
大
分
お
好
き
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
先
生
の
書
か
れ
る
物
に
は

時
と
し
て
良
寛
風
に
見
え
た
り
︑
明
月
風
に
見
え
た
り
︑
或
い
は
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黄
檗
の
坊
主
ら
し
い
物
も
多
い
よ
う
だ
︒
尤
も
近
来
は
﹁
書
苑
﹂

や
そ
の
他
の
法
帖
な
ど
を
大
分
集
め
ら
れ
て
︑
色
々
な
書
風
に

ほ
う
じ
よ
う

就
て
種
々
研
究
を
重
ね
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
︑
従
っ
て
時
と
し
て

随
分
変
っ
た
書
風
も
試
み
ら
れ
た
よ
う
だ
が
︑
全
体
と
し
て
見
れ

ば
何
う
し
て
も
先
生
の
書
に
は
禅
坊
主
ら
し
い
風
格
が
最
も
多
い

よ
う
で
あ
る
︒△

先
生
は
長
鋒
の
筆
を
好
ま
れ
て
︑
吾
々
の
使
う
物
の
二
倍
も

ち
よ
う
ほ
う

あ
る
よ
う
な
長
い
毛
を
自
由
に
操
ら
れ
て
︑
一
点
一
画
に
も
細
心

の
注
意
を
払
い
な
が
ら
︑
心
静
か
に
書
か
れ
た
︒
僕
自
身
の
趣
味



12

か
ら
云
え
ば
︑
も
っ
と
大
胆
に
︑
も
っ
と
豪
放
に
一
気
に
揮
灑
さ

き
さ
い

れ
た
方
が
好
い
と
思
っ
て
︑
と
き
ど
き
そ
の
こ
と
を
申
し
た
こ
と

も
あ
る
が
︑
そ
う
一
気
に
書
か
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
れ
で
多
く

の
場
合
は
︑
一
字
一
字
︑
或
は
一
線
一
線
︑
考
え
考
え
書
か
れ
る

と
云
う
風
で
あ
っ
た
︒

け
れ
ど
も
︑
そ
れ
だ
か
ら
と
て
︑
筆
に
勢
い
が
な
い
と
云
う
の

で
は
な
い
︒
落
着
い
た
︑
品
の
好
い
︑
位
置
の
正
し
い
物
を
書
か

れ
る
の
が
先
生
の
御
趣
意
で
︑
僕
等
が
見
て
筆
力
奔
放
な
ど
と
思

う
も
の
は
︑恐
ら
く
先
生
に
は
虚
勢
を
張
っ
た
よ
う
に
見
え
た
り
︑

或
い
は
俗
気
紛
々
た
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
ら
し
い
︒
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先
生
は
よ
く
﹁
ど
う
し
て
こ
う
ま
ず
い
の
か
︑
今
少
し
う
ま
い

筈
だ
﹂
と
云
っ
て
︑
自
分
の
書
か
れ
た
物
に
多
く
は
満
足
の
意
を

表
わ
さ
れ
な
か
っ
た
︒
然
し
そ
れ
は
先
生
の
理
想
の
標
準
に
照
し

て
自
ら
卑
下
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
他
の
人
の
文
字
よ
り
も
悪
い

と
云
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
︒
現
代
の
人
で
︑
先
生
の
褒
め
ら

れ
た
の
は
︑
前
に
言
っ
た
三
山
氏
位
い
の
者
で
︑
大
抵
の
人
の
は

く
ら

﹁
い
か
ん
い
か
ん
﹂と
か﹁
ご
ま
か
し
だ
ね
﹂と
か
云
っ
て
︑中
々
容ゆ

る

さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

そ
し
て
又
口
癖
の
よ
う
に
︑
僕
は
少
し
稽
古
す
る
と
書
に
就
て

は
自
信
が
あ
る
と
か
︑
今
に
見
て
い
給
え
も
っ
と
う
ま
く
な
る
か
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ら
と
か
言
っ
て
居
ら
れ
た
か
ら
︑
今
四
︑
五
年
も
或
い
は
今
一
︑

二
年
で
も
生
き
て
居
ら
れ
た
ら
確
か
に
今
よ
り
も
ず
っ
と
上
達
さ

れ
た
だ
ろ
う
と
思
う
︒
尤
も
今
の
物
で
も
我
国
の
現
代
の
う
ち
で

は
最
も
脱
俗
高
雅
の
文
字
で
︑
真
に
眼
識
あ
る
人
士
の
驚
嘆
を
博

す
る
に
足
り
︑
後
代
に
至
っ
て
は
益
々
そ
の
光
輝
を
発
す
る
物
た

ま
す
ま
す

る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

い

△

先
生
が
御
自
分
の
書
か
れ
る
書
画
を
苟
く
も
さ
れ
な
い
こ
と

い
や
し

は
非
常
な
も
の
で
︑
気
に
入
ら
な
い
も
の
は
何
枚
で
も
ズ
タ
ズ
タ

に
裂
い
て
︑
誰
が
何
と
云
っ
て
も
決
し
て
之
を
人
に
渡
さ
れ
な
か
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っ
た
︒
尤
も
︑
余
り
親
し
く
な
い
人
に
義
理
づ
く
に
書
か
れ
る
場

合
に
は
多
少
意
に
満
た
な
い
物
で
も
渡
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
け
れ

ど
も
︑
僕
等
に
は
先
生
の
気
に
入
ら
な
い
物
は
絶
対
に
渡
さ
れ
な

か
っ
た
︒
紙
を
十
枚
持
っ
て
行
っ
て
︑
二
枚
も
出
来
る
の
は
上
乗

の
成
績
の
方
で
︑
大
抵
一
枚
位
い
の
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
甚
だ
し

き
は
︑
半
截
を
一
枚
書
く
に
十
五
枚
の
紙
を
書
き
つ
ぶ
さ
れ
た
こ

は
ん
せ
つ

と
が
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
紙
の
惜
し
い
と
云
う
よ
り
も
先
生
の
骨

折
ら
れ
る
の
が
気
の
毒
で
︑﹁
も
う
大
抵
で
い
い
で
し
ょ
う
﹂
と

言
っ
て
も
︑
先
生
は
中
々
き
か
れ
な
か
っ
た
︒
も
一
枚
︑
も
一
枚

と
云
っ
て
︑
紙
の
有
り
だ
け
書
い
て
終
う
ま
で
は
決
し
て
承
知
さ

し
ま
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れ
な
か
っ
た
︒

二
︑
三
年
前
の
﹁
日
本
美
術
﹂
の
口
絵
に
な
っ
て
出
た
︑
先
生

が
横
山
大
観
画
伯
に
贈
ら
れ
た
書
の
如
き
は
︑
絹
を
十
枚
書
き
し

く
じ
ら
れ
て
︑
ど
う
し
て
も
絹
は
駄
目
だ
と
云
う
ん
で
︑
今
度
は

紙
に
書
き
加
え
ら
れ
た
︒
つ
ま
り
あ
れ
は
十
一
枚
目
だ
そ
う
で
あ

る
︒僕

が
屏
風
の
二
枚
折
一
双
︵
全
紙
四
枚
︶
を
書
い
て
貰
う
為
め

い
つ
そ
う

に
費
し
た
紙
は
無
慮
六
十
枚
前
後
で
︑
三
︑
四
回
続
け
て
十
五
枚

む
り
よ

乃
至
二
十
枚
を
持
っ
て
行
っ
て
︑辛
う
じ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
︒

な
い
し

又
﹁
帰
去
来
辞
﹂
の
巻
物
も
三
度
書
き
代
え
ら
れ
た
が
︑
そ
の

き
き
よ
ら
い
の
じ
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前
に
稽
古
の
意
味
で
書
か
れ
た
紙
を
入
れ
る
と
︑
や
は
り
巻
物
に

要
し
た
紙
の
二
十
倍
以
上
費
し
て
居
る
︒

そ
ん
な
に
書
か
れ
て
も
︑
そ
の
中
で
先
生
の
最
も
気
に
入
っ
た

の
を
一
枚
だ
け
を
下
さ
る
の
で
︑
他
は
皆
い
く
ら
側
で
惜
ん
で
も

べ
た
べ
た
と
棒
を
引
い
て
︑
そ
れ
か
ら
一
字
も
完
字
の
な
い
よ
う

ほ
ど
迄
に
こ
ま
ご
ま
に
千
切
ら
れ
る
の
を
例
と
こ
し
た
︒
そ
の
一

ち

ぎ

枚
を
択
む
に
も
絶
対
に
先
生
の
眼
識
に
依
る
の
で
︑
他
の
人
々
が

え
ら

皆
挙
っ
て
他
の
物
を
択
ん
だ
と
こ
ろ
で
先
生
は
頑
と
し
て
動
か
な

こ
ぞ

い
で
︑﹁
も
し
そ
れ
が
厭
な
ら
止
せ
﹂
と
言
わ
れ
た
︒

自
分
の
書
い
た
物
を
如
何
に
大
事
に
せ
ら
れ
た
か
の
一
端
は
︑
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今
の
話
で
も
分
る
だ
ろ
う
︒

先
生
が
他
人
の
書
に
感
服
せ
ら
れ
な
か
っ
た
事
は
前
に
も
言
っ

た
が
︑
先
生
の
お
宅
に
よ
く
見
え
た
森
と
云
う
人
に
や
ら
れ
た
手

紙
に
依
る
と
︑
僕
が
先
に
先
生
の
私
淑
し
て
居
ら
れ
た
と
云
っ
た

彼
の
明
月
和
尚
の
書
を
批
評
せ
ら
れ
て
︑
近
来
は
余
り
感
服
し
な

かく
な
っ
た
と
云
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
あ
り
︑
ま
た
正
岡
子
規

な
ど
も
モ
ッ
ト
生
き
て
い
た
ら
明
月
の
よ
う
に
成
っ
た
だ
ろ
う
と

書
い
て
あ
る
そ
う
だ
︒
つ
ま
り
晩
年
の
先
生
は
勿
論
子
規
や
明
月

よ
り
も
遥
か
に
上
に
な
っ
て
居
る
と
自
覚
し
て
居
ら
れ
た
よ
う
に

書
い
て
あ
る
そ
う
だ
︒
こ
れ
は
又
聞
き
に
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
ぎ
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い
ず
れ
︑
こ
う
云
う
こ
と
は
先
生
の
書
簡
集
の
公
け
に
さ
れ
る
時

に
明
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
︒

曽
て
伊
達
家
の
第
二
回
売
出
し
の
時
で
あ
っ
た
︒
先
生
も
見
に

か
つ

行
か
れ
た
が
︑
そ
こ
に
は
一
休
の
書
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
二
千
円

か
三
千
円
か
で
売
れ
た
と
云
う
噂
を
聞
い
て
先
生
は
︑
そ
れ
を
評

し
て
︑﹁
何
処
が
好
い
の
か
︑
僕
が
あ
れ
を
貰
っ
た
ら
糞
を
拭
い

ど

こ

て
し
ま
う
﹂
と
激
語
を
発
せ
ら
れ
た
︒

そ
れ
か
ら
僕
が
虚
子
の
短
冊
を
持
っ
て
行
っ
て
︑﹁
実
に
気
持

の
好
い
文
字
で
す
ね
﹂
と
言
っ
た
り
︑
桂
月
の
書
は
厭
味
が
な
く

け
い
げ
つ

て
良
い
と
言
っ
た
り
し
て
も
︑
ど
う
し
て
も
先
生
は
余
り
褒
め
ら
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れ
な
い
で
︑
例
の
通
り
﹁
ご
ま
か
し
だ
ね
﹂
と
言
わ
れ
た
︒

△

話
が
余
り
長
く
な
る
か
ら
画
の
こ
と
に
就
て
は
簡
単
に
申
し
ま

す
が
︑
僕
の
最
も
多
く
書
い
て
頂
い
た
の
は
︑
四
君
子
が
お
も
で
︑

し
く
ん
し

短
冊
と
か
色
紙
と
か
或
い
は
半
截
と
か
に
そ
の
四
君
子
を
書
い
た

も
の
は
可
な
り
多
く
有
っ
て
居
る
︒
中
で
も
竹
が
一
番
先
生
の
お

も

気
に
入
り
の
も
の
で
︑
色
々
な
格
好
の
竹
を
自
由
自
在
に
書
か
れ

た
︒
蘭
は
僕
が
昨
年
半
截
に
書
い
て
頂
い
た
時
に
︑﹁
蘭
を
書
く

の
は
生
れ
て
初
め
て
だ
﹂
と
の
お
話
で
あ
っ
た
が
︑
百
穂
画
伯

ひ
や
く
す
い

や
素
明
画
伯
な
ど
は
︑
そ
の
初
め
て
書
か
れ
た
蘭
を
非
常
に
敬
服

そ
め
い
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し
て
居
ら
れ
た
し
︑
そ
の
後
色
紙
に
写
生
を
し
て
頂
い
た
り
な
ん

か
し
て
蘭
も
数
多
く
書
か
れ
た
が
ど
う
も
竹
ほ
ど
に
は
う
ま
く
な

い
よ
う
に
僕
に
は
考
え
ら
れ
る
︒

梅
は
最
初
の
う
ち
は
最
も
困
難
を
感
じ
て
居
ら
れ
た
が
︑
何
時

い

つ

の
間
に
稽
古
さ
れ
た
の
か
︑
近
来
は
非
常
に
う
ま
く
な
っ
て
︑
古

木
も
︑
稚
木
も
垂
枝
も
直
枝
も
自
由
に
書
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒︹
中

わ
か
き

し
だ
れ

略
︺蘭

は
不
思
議
に
も
初
め
か
ら
う
ま
く
て
︑
書
で
も
画
で
も
あ
の

位
い
書
き
し
く
じ
ら
れ
る
先
生
が
蘭
に
於
て
は
殆
ん
ど
書
き
し
く

じ
ら
れ
る
事
が
な
か
っ
た
の
は
ど
う
云
う
も
の
か
︒
か
の
陶
淵
明

と
う
え
ん
め
い
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の
﹁
採
菊
東
籬
下
︑
悠
然
見
南
山
﹂
の
詩
句
を
愛
誦
さ
れ
た
先
生

の
気
分
と
よ
く
よ
く
合
っ
て
居
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

お

そ
の
他
山
水
画
に
も
大
分
研
究
を
積
ま
れ
て
︑
こ
の
方
面
に
於

て
は
主
と
し
て
支
那
風
の
も
の
を
狙
わ
れ
た
よ
う
だ
︒
支
那
の
古

代
の
名
画
の
板
本
は
大
分
集
め
ら
れ
て
︑
こ
れ
は
最
近
の
先
生
の

最
も
心
を
喜
ば
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
︒
そ
れ
ら
の
影
響
が
先

生
の
画
に
も
表
わ
れ
て
︒
少
し
密
な
山
水
画
を
書
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
︑
そ
の
作
品
は
多
く
支
那
趣
味
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

△

私
の
最
も
多
く
書
い
て
頂
い
た
も
の
は
︑
以
上
の
よ
う
に
水
墨
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を
主
と
し
た
四
君
子
の
様
な
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
以
外
に
先
生

は
長
い
閑
の
あ
る
時
分
に
は
︑
五
日
も
六
日
も
家
の
内
に
閉
じ
籠

っ
て
︑
着
色
の
極
密
の
山
水
を
試
み
ら
れ
た
︒
そ
れ
は
モ
ウ
非
常

な
大
努
力
で
︑
そ
の
三
︑
四
幅
は
お
宅
に
深
く
蔵
し
て
居
ら
れ
る

よ
う
だ
︒
僕
も
そ
の
二
︑
三
幅
を
拝
見
し
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
水

墨
の
四
君
子
と
は
又
違
っ
た
味
の
あ
る
も
の
で
︑
他
日
先
生
の
書

画
集
で
も
公
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
︑
そ
の
苦
心
と
努
力
と

で
世
間
を
驚
か
す
に
足
る
こ
と
と
思
う
︒

︵﹃
新
小
説
﹄
臨
時
号
︑
大
正
六
年
一
月
︶
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