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大
お お

 嶋
し ま

 利
り

 佳
か

 さん 
 

［略歴］ 

年  齢  62歳 

住  所  神奈川県横浜市在住 

略  歴  東京都出身。 

大阪芸術大学芸術学部文芸学科卒業後、大学副手、会社員、ビジネス

専門学校教員等を経て、研修講師および著述業となる。 

放送大学大学院文化科学研究科修士課程修了。その後、法政大学大学

院人文科学研究科国際日本学インスティテュート哲学専攻に入学

し、現在修士課程2年に在学中。 

著  作  『速攻！成果があがる話し方の技術』（明日香出版社） 

『闘う敬語 仕事の武器になる敬語入門』（プレジデント社） 

その他ビジネスコミュニケーション関連の出版物多数。 

 

 

［応募動機及びコメント］ 

この賞を知って応募を考えた時、すぐに中川一政が思い浮かびました。かねてよ

りその絵画と随筆に関心をもっていたからです。松任の記念美術館を訪ねてみた

いと願いながら、執筆に取り組みました。 

中川は、暁烏敏の著作（『釈迦基督その他』昭和2年刊）を装丁しています。その

依頼のために自宅を訪れた暁烏について、中川は印象を書き残しています。 

「なんだか他人と話しているような気がしなかった。言葉が同じだったから。九

歳のときに死別した僕の母親が使っていた言葉だった」。 

今回、中川をテーマとした論文で暁烏敏の名を冠した賞を頂くことができ、二人

の温かな交流に私もほんの少し触れることができたようで、大変幸せに思います。 

日頃よりご指導くださり、この賞への応募を勧めてくださった法政大学大学院

の西塚俊太先生に心より御礼申し上げます。また放送大学大学院の魚住孝至先生

に感謝いたします。執筆を応援してくれた夫への謝意もここに記します。 
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〔
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概
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中
川
一
政
は
、
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
に
生
ま
れ
二
一
歳
の
と
き
画
家
と
な

る
こ
と
を
決
意
し
、
以
来
九
七
歳
ま
で
制
作
を
続
け
た
。
油
彩
画
に
加
え
陶
芸
、
書
、

詩
や
随
筆
な
ど
多
彩
な
創
作
活
動
を
行
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
独
学
で
あ
る
。
美
術
学

校
に
行
け
な
か
っ
た
中
川
は
、
そ
れ
が
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
と
言
い
な
が
ら
、
画
才

を
見
出
し
て
く
れ
た
画
壇
の
実
力
者
、
岸
田
劉
生
に
も
指
導
を
仰
ご
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
独
自
の
創
作
姿
勢
は
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
基
盤
と
し
て
中
川
が
持
つ
武
道
に
対
す
る
意
識
と
宮
本
武
蔵

の
存
在
に
注
目
す
る
。 

中
川
は
、
武
術
格
闘
技
を
愛
好
し
、
そ
れ
を
絵
画
制
作
に
通
じ
る
も
の
と
捉
え
て

い
た
。
写
生
に
つ
い
て
著
作
の
中
で
「
対
象
に
お
そ
い
か
か
る
の
で
あ
る
。
相
撲
、

剣
術
、
ボ
ク
シ
ン
グ
と
同
じ
だ
」
と
記
し
て
い
る
。
特
に
、
宮
本
武
蔵
に
し
ば
し
ば

言
及
す
る
。
武
蔵
は
、
剣
豪
と
し
て
名
を
残
し
た
だ
け
で
な
く
書
画
、
文
筆
に
も
そ

の
才
を
発
揮
し
、
著
書
『
五
輪
書
』
に
「
万
事
に
お
い
て
我
に
師
匠
な
し
」
と
書
き

残
し
た
。
中
川
は
若
い
頃
か
ら
自
分
を
武
蔵
に
な
ぞ
ら
え
、
絵
画
へ
の
情
熱
を
燃
や

し
て
い
る
。 

も
ち
ろ
ん
中
川
に
影
響
を
与
え
た
人
物
は
、
武
蔵
だ
け
で
は
な
い
。
中
川
は
、
ゴ
ッ

ホ
の
作
品
に
感
動
し
て
洋
画
家
と
な
っ
た
。
ま
た
岸
田
を
、
生
涯
を
通
じ
て
強
く
意

識
し
て
い
る
。
そ
の
他
多
く
の
芸
術
家
と
交
流
し
、
幅
広
い
読
書
や
鑑
賞
か
ら
学
ん

で
い
る
。
し
か
し
、
中
川
は
誰
に
も
倣
い
従
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
禅
に

親
し
み
そ
の
精
神
を
踏
ま
え
て
い
た
点
も
大
き
い
。 

武
蔵
は
、
後
半
生
で
は
座
禅
と
諸
芸
に
親
し
む
日
々
を
送
り
、
剣
術
を
通
じ
て
鍛

え
た
心
身
の
力
を
も
っ
て
優
れ
た
絵
を
描
い
た
。
武
蔵
の
水
墨
画
は
、
中
川
の
色
彩

豊
か
な
洋
画
と
は
対
照
的
だ
が
、
両
者
の
作
品
に
は
共
通
し
て
迫
力
や
緊
迫
し
た
雰

囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。 

本
稿
は
、
主
に
『
中
川
一
政
全
文
集
』
全
十
巻
（
中
央
公
論
社
一
九
八
七
年
刊
）

の
読
解
を
通
じ
て
中
川
が
持
ち
続
け
た
武
道
精
神
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
武
蔵
の
著

作
と
絵
画
作
品
を
検
討
し
、
中
川
と
武
蔵
と
の
間
に
通
じ
る
武
道
と
芸
術
創
作
の
関

連
を
探
る
。
私
た
ち
は
こ
こ
に
、
日
本
文
化
芸
術
史
の
ひ
と
つ
の
流
れ
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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は
じ
め
に 

中
川
一
政
（
一
八
九
三
～
一
九
九
一
）
は
、
近
現
代
の
日
本
の
芸
術
史
に
大
き
な

足
跡
を
残
し
た
洋
画
家
で
あ
る
。
明
治
二
六
年
に
生
ま
れ
二
一
歳
の
と
き
画
家
と
な

る
こ
と
を
決
意
し
、
以
来
九
七
歳
ま
で
制
作
を
続
け
た
。
昭
和
五
〇
年
に
は
文
化
勲

章
を
受
章
し
て
い
る
。
油
彩
画
に
加
え
、
水
墨
画
、
陶
芸
、
書
、
さ
ら
に
詩
や
随
筆

な
ど
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
で
創
作
活
動
を
行
っ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
独
学
で
あ

る
。
画
家
を
志
し
た
も
の
の
、
家
が
貧
し
く
美
術
学
校
に
行
け
な
か
っ
た
中
川
は
、

そ
れ
が
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
と
言
い
な
が
ら
誰
に
も
指
導
を
仰
ご
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
中
川
は
、
大
正
三
年
に
画
壇
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
岸
田
劉
生
（
一
八
九
一

～
一
九
二
九
）に
作
品
を
認
め
ら
れ
、
展
覧
会
で
賞
を
得
て
画
家
と
し
て
歩
み
出
す
。

し
か
し
、
そ
の
岸
田
に
も
「
画
を
見
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
い
」
と
随
筆
の
中
で
た

び
た
び
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
独
立
独
歩
の
創
作
姿
勢
は
、
い
か
に
し
て
可
能

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
分
野
で
も
、
誰
か
に
指
導
し
て
も
ら
い
勉
強
し
な
け

れ
ば
、
世
に
出
る
こ
と
は
難
し
い
。
根
拠
の
な
い
自
信
だ
け
で
は
、
長
期
間
に
わ
た
っ

て
幅
広
い
創
作
活
動
を
行
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

本
稿
で
は
、
そ
の
根
拠
、
精
神
的
な
支
え
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
中
川
が
持
っ

て
い
た
武
術
、
武
道
に
対
す
る
関
心
、
特
に
宮
本
武
蔵
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
宮
本

武
蔵
（
一
五
八
四
？
～
一
六
四
五
）
は
、
近
世
の
武
芸
者
で
、
生
涯
一
度
も
負
け
た

こ
と
が
な
い
剣
豪
と
し
て
知
ら
れ
る
。
既
存
の
剣
術
流
派
に
と
ら
わ
れ
ず
独
自
の
剣

法
を
編
み
出
し
、
そ
れ
を
論
じ
た
著
作
も
残
し
た
。
ま
た
、
水
墨
画
や
工
芸
に
も
優

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
師
に
つ
い
て
習
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
武
蔵
の
主
著
『
五
輪

書
』
に
は
「
我
に
師
な
し
」
と
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
。
中
川
は
、
武
蔵
の
文

章
を
し
ば
し
ば
そ
の
著
作
に
引
用
し
、
と
き
に
は
自
分
を
武
蔵
に
な
ぞ
ら
え
、
生
き

る
指
針
と
し
て
い
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
中
川
に
影
響
を
与
え
た
の
は
武
蔵
ば
か
り
で
は
な
い
。
中
川
は
、
大

正
期
に
白
樺
派
の
作
家
ら
を
通
じ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
ゴ
ッ
ホ
（
一
八
五
三
～
一

八
九
〇
）
に
触
発
さ
れ
て
洋
画
を
志
し
た
。
さ
ら
に
セ
ザ
ン
ヌ
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

画
家
か
ら
学
び
、
同
時
代
に
生
き
た
日
本
の
画
家
、
ま
た
文
学
者
ら
と
の
幅
広
い
交

流
の
中
で
創
作
活
動
を
続
け
て
き
た
。
し
か
し
制
作
に
あ
た
っ
て
は
誰
か
の
弟
子
に

な
っ
た
り
、
そ
の
時
代
に
流
行
っ
た
表
現
に
倣
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
武
蔵
の
生
き
方
が
、
常
に
中
川
の
心
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

本
稿
は
、
中
川
の
生
涯
に
わ
た
る
創
作
活
動
を
支
え
た
も
の
と
し
て
武
蔵
の
存
在

に
注
目
し
、
中
川
が
執
筆
し
た
数
多
く
の
詩
、
随
筆
、
画
論
、
そ
し
て
絵
画
作
品
の

中
に
武
道
と
芸
術
を
つ
な
ぐ
独
創
の
道
を
見
出
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

論
考
を
通
じ
て
、
青
年
期
の
人
た
ち
に
中
川
一
政
と
い
う
芸
術
家
の
一
面
を
紹
介
し
、

そ
の
文
章
を
味
わ
い
つ
つ
日
本
の
「
道
」
の
文
化
を
伝
え
る
こ
と
も
目
的
の
ひ
と
つ

と
し
た
い
。 

 一
、
中
川
の
画
業
と
武
術 

（
一
）
武
術
感
覚
か
ら
の
画
論 

中
川
は
、
画
家
で
あ
る
と
と
も
に
詩
人
、
随
筆
家
と
し
て
も
多
く
の
作
品
を
残
し

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
画
業
を
剣
術
や
相
撲
、
ボ
ク
シ
ン
グ
に
な
ぞ
ら
え
る
記
述
が

し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。
中
川
は
、
武
術
に
対
す
る
考
え
方
や
取
り
組
み
方
が
画
業

に
も
通
じ
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
こ
れ
は
中
川
の
画
論
の
、
他
の
画
家
に
は
な
い

大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。
六
つ
ほ
ど
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。 

ま
ず
、
昭
和
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
初
の
随
筆
集
『
美
術
の
眺
め
』
に
戦
国
時
代
の

剣
豪
、
塚
原
卜
伝
の
挿
話
に
触
れ
た
短
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 

鍋
蓋 

 
 
 

卜
伝
は
鍋
蓋
で
ふ
せ
ご
う
と
し
て
用
心
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
此
鍋
蓋
で

と
考
え
て
い
た
ら
、
斬
ら
れ
て
仕
舞
う
の
で
あ
る
。 

 
 
 

画
家
の
手
法
は
鍋
蓋
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 

近
時
、
先
ず
手
法
の
事
の
み
考
え
て
画
を
為
す
画
家
の
多
い
事
よ
。
昔
な
ら

斬
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
太
平
の
世
で
幸
せ
な
事
で
あ
る
。
（
全
一-

二
〇
九
） 
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武
蔵
に
い
き
な
り
斬
り
か
か
ら
れ
た
塚
原
卜
伝
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
鍋
蓋
を
と
っ

さ
に
取
り
上
げ
て
刃
を
防
い
だ
と
い
う
挿
話
を
、
絵
画
制
作
に
置
き
換
え
て
い
る
。

武
蔵
が
生
ま
れ
た
の
は
卜
伝
の
死
後
な
の
で
こ
の
話
は
史
実
で
は
な
い
が
、
剣
豪
同

士
が
対
決
す
る
場
面
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
中
川
は
そ
の
他
の
随
筆
で
も
こ

の
話
に
た
び
た
び
触
れ
て
い
る
。
手
法
を
準
備
し
て
待
ち
構
え
る
の
で
は
な
く
、
相

手
の
刀
が
振
り
下
ろ
さ
れ
る
そ
の
瞬
間
に
独
自
の
手
法
を
生
み
出
す
よ
う
に
、
ま
ず

は
対
象
に
感
動
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
描
く
こ
と
を
中
川
は
良
し
と
し
て
い
る 

さ
ら
に
剣
術
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
「
一
の
太
刀
」
と
い
う
文
章
も
あ
る
。
こ

れ
は
そ
の
直
前
に
「
表
現
」
と
題
す
る
短
文
が
あ
り
、
続
け
て
読
む
こ
と
で
中
川
の

考
え
が
よ
く
分
か
る
。
合
わ
せ
て
引
用
す
る
。 

  
 
 
 

表
現 

 
 
 

一
言
で
自
分
の
思
想
が
述
べ
ら
れ
た
ら
、
弁
解
す
る
必
要
は
な
い
。 

 
 
 

一
筆
で
表
現
出
来
た
ら
再
び
筆
を
重
ね
る
必
要
は
な
し
。 

 
 
 

字
を
習
う
に
な
ぞ
る
は
、
は
じ
め
一
遍
で
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
次
の
筆
で

又
企
つ
る
也
。
は
じ
め
一
遍
で
出
来
れ
ば
、
次
の
筆
を
用
い
る
必
要
な
し
。 

  
 
 
 

一
の
太
刀 

 
 
 

一
の
太
刀
で
斬
り
全
お
せ
た
ら
ば
一
の
太
刀
で
斬
る
が
一
番
上
手
な
り
。 

 
 
 

一
の
太
刀
し
く
じ
ら
ば
二
の
太
刀
、
三
の
太
刀
を
以
て
斬
り
か
か
れ
。 

 
 
 

後
の
場
合
は
一
の
太
刀
よ
り
二
の
太
刀
、
二
の
太
刀
よ
り
三
の
太
刀
強
か
ら

ざ
る
べ
か
ら
ず
。 

 
 
 

一
の
太
刀
よ
り
二
の
太
刀
弱
く
ば
、
も
う
敵
は
斬
れ
ず
。
既
に
二
の
太
刀
に

不
及
。 

 
 
 

剣
道
の
修
行
は
一
の
太
刀
よ
り
も
無
き
も
の
と
思
い
て
敵
に
向
か
う
べ
し
。

二
の
太
刀
、
三
の
太
刀
を
ア
テ
に
し
て
向
か
う
も
の
は
そ
れ
だ
け
一
の
太
刀
に

力
こ
も
ら
ず
、
修
行
と
な
ら
ず
。
（
全
一-

二
一
八
） 

 

優
れ
た
剣
の
使
い
手
は
、
相
手
に
何
度
も
斬
り
か
か
る
こ
と
は
な
い
。
表
現
も
最

初
の
一
言
、
一
筆
で
や
り
切
る
べ
き
で
、
そ
こ
を
目
指
し
て
修
行
す
る
の
だ
と
述
べ

て
い
る
。
中
川
は
、
剣
術
や
剣
道
を
実
際
に
稽
古
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ

の
よ
う
に
剣
の
修
行
を
絵
画
制
作
に
通
じ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。 

中
川
が
実
際
に
行
っ
て
い
た
武
術
は
相
撲
で
あ
る
。
家
の
庭
に
土
俵
を
作
り
、
画

家
仲
間
や
家
族
と
た
び
た
び
相
撲
を
取
り
、
ま
た
大
相
撲
観
戦
も
楽
し
ん
で
い
た
。

相
撲
を
例
に
絵
を
語
る
記
述
も
多
い
。 

  
 
 
 

相
撲 

 
 
 

相
撲
は
力
と
知
慧
な
り
。 

 
 
 

力
で
押
し
て
ゆ
け
ば
知
慧
で
引
か
れ
、
知
慧
で
む
か
え
ば
力
で
倒
さ
る
。 

 
 
 

写
実
は
力
也
。 

 
 
 

象
徴
は
知
慧
也
。
（
全
一-

二
二
〇
） 

  

こ
こ
で
は
、
写
実
的
、
象
徴
的
の
い
ず
れ
の
描
き
方
を
用
い
る
べ
き
か
、
ど
う
バ

ラ
ン
ス
を
取
る
べ
き
か
と
い
う
絵
画
表
現
の
せ
め
ぎ
合
い
を
、
相
撲
に
例
え
て
い
る
。 

八
〇
代
で
書
い
た
文
章
か
ら
も
、
相
撲
の
記
述
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 

一
つ
の
手 

 
 
 

相
撲
は
一
つ
の
手
を
覚
え
た
っ
て
だ
め
で
す
。
覚
え
ら
れ
た
ら
も
う
通
用
し

な
い
。 

 
 
 

敵
の
出
方
に
応
じ
て
手
が
出
な
け
れ
ば
だ
め
だ
。 

 
 
 

相
撲
取
り
に
は
負
け
た
と
い
う
実
感
が
あ
る
。 

 
 
 

絵
か
き
に
は
負
け
た
と
い
う
実
感
が
な
い
。 

 
 
 

そ
う
い
う
実
感
が
あ
れ
ば
絵
か
き
も
有
望
だ
。（
全
一
〇-

三
三
） 

  

こ
れ
も
敵
の
出
方
、
つ
ま
り
対
象
か
ら
得
ら
れ
る
感
動
に
応
じ
た
手
法
で
表
現
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。「
負
け
た
と
い
う
実
感
が
な
い
」
と
は
、
卜
伝
の
鍋

蓋
の
例
え
で
述
べ
た
「
昔
な
ら
斬
ら
れ
て
し
ま
う
」
に
通
じ
る
言
葉
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
ボ
ク
シ
ン
グ
観
戦
に
も
熱
中
し
た
中
川
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
も
残
し
て

い
る
。 

 

私
に
と
っ
て
ボ
ク
シ
ン
グ
批
評
は
画
の
批
評
に
き
こ
え
る
。 

「
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
し
よ
う
と
思
っ
て
も
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
出
来
ま
せ
ん
。
何
気

な
し
に
う
っ
た
パ
ン
チ
が
倒
す
の
で
す
。」 

パ
ン
チ
と
タ
ッ
チ
と
置
き
か
え
て
も
よ
い
。 

セ
コ
ン
ド
に
き
く
。 

「
い
つ
勝
負
を
か
け
ま
す
か
。
」 

「
一
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
で
も
、
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
ゆ
け
と
云
っ
て
い
ま
す
。
」 

「
あ
の
ボ
デ
ィ
ブ
ロ
ー
が
、
後
か
ら
き
い
て
き
ま
す
。」 

「
ま
だ
肩
に
力
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。
」 

こ
う
い
う
解
説
者
の
言
葉
が
、
私
に
と
っ
て
絵
画
批
評
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
全
九-

九
九
） 

 

こ
こ
で
言
う
「
タ
ッ
チ
」
と
は
カ
ン
バ
ス
に
絵
具
を
の
せ
る
筆
の
動
き
の
こ
と
で
、

う
ま
く
描
こ
う
と
意
識
し
た
筆
遣
い
よ
り
も
、
何
気
な
く
引
い
た
線
の
方
が
効
果
的

だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
川
は
、
生
涯
を
通
じ
て
作
品
の
出
来
不
出
来
を

武
術
や
格
闘
技
の
勝
負
と
捉
え
、
そ
の
感
覚
と
心
構
え
を
も
っ
て
画
を
論
じ
、
制
作

に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。 

 

（
二
）
中
川
と
宮
本
武
蔵 

そ
う
し
た
中
で
、
中
川
は
特
に
宮
本
武
蔵
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
随
筆
集
『
絵

に
も
書
け
な
い
』
に
収
録
さ
れ
た
「
格
言
集
」
に
、『
五
輪
書
』
の
「
序
」
を
全
文
掲

載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
武
蔵
が
『
五
輪
書
』
の
執
筆
に
着
手
す
る
に
あ
た
り
、
自
ら

の
来
歴
や
心
境
な
ど
を
力
強
く
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
中
川
は
こ
う
述
べ
る
。 

 

序
の
全
文
を
引
用
し
た
の
は
文
章
の
気
合
い
を
損
な
わ
な
い
為
で
あ
る
。
宮

本
武
蔵
は
こ
の
気
合
で
不
動
明
王
の
彫
刻
を
つ
く
り
鵙
の
画
を
か
い
た
。 

万
事
に
師
匠
が
な
い
。
仏
法
儒
道
の
言
葉
も
借
り
な
い
。
自
分
の
考
え
、
自

分
の
言
葉
で
こ
れ
を
か
く
の
で
あ
る
。
（
全
一
〇-

四
〇
） 

 「
兵
法
の
利
に
任
せ
て
、
諸
芸
諸
能
の
道
と
な
せ
ば
、
万
事
に
お
い
て
、
我
に
師
匠

な
し
」
と
言
い
切
る
こ
の
「
序
」
は
、
独
学
の
精
神
を
力
強
く
宣
言
し
た
も
の
で
、

中
川
が
座
右
の
銘
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
で
あ
ろ
う
。
中
川
は
こ
の
他
に
も
随

筆
の
中
で
し
ば
し
ば
武
蔵
に
言
及
し
、
ま
た
自
分
を
武
蔵
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
も
あ

る
。
中
川
は
、
若
い
頃
は
久
留
米
絣
の
筒
袖
の
和
服
を
着
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

「
そ
の
久
留
米
絣
の
袖
か
ら
肩
に
か
け
て
油
絵
具
が
光
っ
て
つ
い
て
い
た
。

パ
レ
ッ
ト
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
宮
本
武
蔵
は
筒
袖
着
流
し
で
、
水
洟
が
出
る

と
袖
で
拭
っ
た
た
め
い
つ
も
光
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
宮
本
武
蔵
と
思
え
ば
間

違
い
な
い
。
他
の
画
か
き
は
皆
敵
に
見
え
た
。
」
（
全
六-

一
三
五
） 

 

自
分
の
汚
れ
た
姿
を
武
蔵
と
同
じ
と
誇
ら
し
げ
に
と
述
べ
る
と
こ
ろ
は
微
笑
ま
し

い
が
、「
他
の
画
か
き
は
皆
敵
に
見
え
た
」
と
い
う
一
文
に
は
一
転
し
て
強
い
闘
争
心

が
感
じ
ら
れ
る
。
美
術
学
校
で
学
ん
で
い
な
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
は
ね
の
け
て
他

の
画
家
と
競
う
た
め
に
「
自
分
は
武
蔵
で
あ
る
」
と
思
い
込
む
必
要
が
あ
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
中
川
に
と
っ
て
武
蔵
は
、
自
分
を
奮
い
立
た
せ
て
く
れ
る
憧
れ
の
ヒ
ー
ロ
ー

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 



―  ― 27 

（
三
）
武
士
の
子
と
し
て
の
意
識 

 

中
川
が
、
こ
の
よ
う
に
宮
本
武
蔵
に
傾
倒
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
強
い
ヒ
ー

ロ
ー
に
憧
れ
る
気
持
ち
は
誰
に
も
あ
る
が
、
中
川
の
心
情
の
底
に
は
、
父
や
祖
父
、

先
祖
に
対
す
る
思
い
が
あ
る
。
中
川
は
刀
鍛
冶
で
あ
っ
た
祖
父
、
警
察
官
で
あ
っ
た

父
の
職
業
や
生
き
方
か
ら
自
分
を
「
武
士
の
子
」
と
考
え
そ
れ
を
誇
り
と
し
て
い
た
。

中
川
が
父
を
敬
愛
す
る
思
い
を
述
べ
、
自
分
の
先
祖
に
も
触
れ
た
文
章
を
引
用
す
る
。 

 

父
は
立
派
な
骨
格
を
し
て
い
た
。
田
舎
で
は
大
関
角
力
で
あ
っ
て
村
々
を

回
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
警
視
庁
の
柔
道
の
試
合
で
い
つ
も
賞
品
を
も
ら
っ
て
き

た
の
を
覚
え
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
中
略
） 

子
供
の
時
、
父
と
連
れ
立
っ
て
ど
こ
か
へ
行
く
と
き
、
往
還
へ
出
る
と
「
男

は
道
の
真
ん
中
を
威
張
っ
て
あ
る
か
ね
ば
い
か
ん
。
」
と
云
っ
た
。
今
の
よ
う
に

交
通
法
は
な
か
っ
た
。
父
の
心
の
中
に
は
武
士
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

私
は
私
の
先
祖
が
、
来
国
吉
と
い
う
刀
鍛
冶
で
、
そ
の
十
三
代
目
陀
羅
尼
勝

国
か
ら
は
っ
き
り
系
図
が
あ
っ
て
、
私
の
祖
父
は
廃
刀
に
な
る
ま
で
、
金
沢
で

刀
鍛
冶
を
つ
と
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
ひ
そ
か
に
誇
り
に
思
っ
て
い
た
。
そ

れ
が
少
年
の
心
の
う
ち
の
さ
さ
え
に
な
っ
た
と
思
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
中
略
） 

父
は
八
十
に
な
っ
て
雪
の
ふ
る
晩
天
に
昇
っ
た
。 

あ
く
る
朝
、
私
は
湯
灌
を
し
て
父
の
横
た
わ
っ
た
骸
を
見
た
。
そ
の
顔
は
古

武
士
の
よ
う
に
慈
し
み
深
く
男
ら
し
い
骸
だ
っ
た
。
生
き
て
い
れ
ば
こ
そ
貧
乏

で
あ
れ
、
裸
に
な
っ
た
骸
は
何
と
立
派
に
よ
み
が
え
る
の
で
あ
ろ
う
。 

朝
日
は
窓
か
ら
は
い
っ
て
き
て
足
の
と
こ
ろ
ま
で
射
し
て
き
た
。 

私
は
い
つ
ま
で
も
見
て
い
た
か
っ
た
。
こ
の
立
派
な
古
武
士
が
私
の
父
で
あ

る
と
。 

（
全
七-

一
八
九
） 

こ
の
思
い
の
こ
も
っ
た
文
章
を
読
む
と
、
中
川
が
単
に
小
説
や
講
談
の
ヒ
ー
ロ
ー

だ
か
ら
と
武
蔵
に
憧
れ
た
り
、
娯
楽
と
し
て
相
撲
や
ボ
ク
シ
ン
グ
を
好
ん
だ
り
し
た

も
の
で
は
な
い
と
分
か
る
。
武
士
の
精
神
を
象
徴
す
る
刀
を
作
っ
て
い
た
祖
父
、
相

撲
や
柔
道
が
強
く
古
武
士
の
よ
う
に
男
ら
し
い
父
へ
の
敬
愛
が
自
分
も
ま
た
武
士
で

あ
る
と
い
う
自
覚
と
な
り
、
武
蔵
を
い
っ
そ
う
親
し
み
深
い
存
在
と
感
じ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
、
画
家
と
し
て
歩
む
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 （
四
）
中
川
の
「
道
」
の
精
神 

 

こ
の
よ
う
に
武
術
に
親
し
み
、
ま
た
父
祖
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
中
川
は
、
自
分

の
画
業
を
剣
道
の
よ
う
な
「
道
」
と
し
て
捉
え
「
画
道
」
、
「
写
生
道
」
と
呼
ん
で
い

る
。
剣
術
、
剣
道
と
絵
画
制
作
と
の
関
係
を
論
じ
た
文
章
が
あ
る
の
で
、
中
川
の
武

道
に
対
す
る
考
え
を
知
る
た
め
や
や
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。『
美
術
の
眺
め
』
に
収

録
さ
れ
た
「
画
の
道
」
と
題
し
た
作
品
の
後
半
部
分
で
あ
る
。 

 

剣
道
の
起
原
は
人
を
斬
る
事
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
茶
道
と
は
茶
を
飲
む

事
に
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。 

静
物
画
の
起
原
も
た
ず
ね
れ
ば
案
外
浅
ま
し
い

事
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
剣
道
茶
道
と
「
道
」
が
出
来
る
頃
に
な
る
と
、

実
用
か
ら
漸
く
離
れ
一
つ
の
心
境
が
重
ん
じ
ら
れ
て
く
る
。 

我
々
画
家
が
今
日
、
静
物
画
を
描
く
の
に
賓
客
の
食
慾
を
目
的
と
し
て
描
い

て
は
い
な
い
。
又
風
景
画
を
描
い
て
も
他
国
の
名
所
古
蹟
を
、
居
な
が
ら
人
に

見
せ
る
為
に
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
又
裸
体
で
も
肖
像
で
も
実
用
か
ら
離

れ
て
、
心
境
に
は
い
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。 

我
々
は
風
景
や
静
物
を
直
写
す
る
。
そ
の
態
度
は
剣
客
が
太
刀
を
も
っ
て
敵

に
対
し
て
い
る
気
持
に
似
て
い
る
。
隙
が
あ
っ
て
は
、
画
因
は
掴
め
な
い
。 

宮
本
武
蔵
が
云
っ
た
よ
う
に
「
我
兵
法
を
以
て
立
ち
出
ず
る
時
は
我
も
無
く

敵
も
な
い
」
気
持
で
画
因
に
対
う
時
、
画
家
は
一
番
画
家
ら
し
い
能
力
を
発
揮

す
る
の
で
あ
る
。 
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自
分
が
静
物
を
描
く
気
持
を
云
え
ば
、
下
腹
に
力
を
入
れ
て
気
合
を
か
け
て

お
か
ぬ
と
、
静
物
は
逃
げ
そ
う
で
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。 

描
き
あ
げ
る
迄
は
緊
張
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
描
き
あ
げ

た
気
持
は
我
も
な
く
敵
も
な
い
気
持
を
覚
え
る
。 

日
本
の
剣
道
も
殺
伐
な
戦
国
時
代
を
通
過
し
た
か
ら
、
そ
の
用
途
が
無
用
に

な
る
と
同
時
に
衰
微
す
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
剣
道
の
「
道
」
と
い
う
も
の

は
日
本
人
の
心
を
永
久
に
貫
通
し
て
い
る
も
の
に
違
い
な
い
。 

画
は
画
道
、
美
術
と
い
う
如
く
表
現
の
術
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
、
剣

術
の
術
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
西
洋
で
も
そ
の
術
が
重
要
な
位
置
を
占

め
て
来
つ
つ
あ
る
。 

そ
う
い
う
時
代
に
際
し
て
自
分
は
、
日
本
人
が
先
祖
代
々
培
っ
た
「
道
」
と

か
「
術
」
と
か
云
う
も
の
が
、
画
の
中
に
籠
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
と
考
え
る
。 

換
言
す
れ
ば
剣
道
の
剣
が
衰
微
し
て
、
宙
に
迷
っ
た
「
道
」
が
画
の
真
髄
と

な
っ
て
今
後
活
動
す
る
に
違
い
な
い
。
（
全
一-

四
五
二
） 

 

こ
の
文
章
を
読
む
と
、
中
川
が
三
〇
代
で
す
で
に
画
業
を
「
道
」
と
考
え
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
道
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
「
道
」
と
は
、
「
実
用
か
ら
離
れ
心
境
に
は
い
っ
て
来
る
」
も
の
で
あ
る
。
剣
術

も
、
人
を
実
際
に
斬
る
と
い
う
実
用
か
ら
竹
刀
を
用
い
た
剣
道
へ
と
発
展
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
に
も
、
真
剣
を
持
っ
て
相
手
と
闘
い
、
生
死
を
か
け
る
と
い
う
心
境
は

保
た
れ
る
。
む
し
ろ
実
用
か
ら
離
れ
た
分
だ
け
そ
の
心
境
を
深
め
て
い
こ
う
と
志
す

も
の
が
「
道
」
の
精
神
で
あ
ろ
う
。
中
川
は
そ
の
心
境
を
も
っ
て
画
道
に
取
り
組
も

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

（
五
）
作
品
「
駒
ヶ
岳
」
に
見
る
武
道
精
神 

 

こ
の
中
川
の
絵
画
制
作
を
武
道
と
す
る
姿
勢
は
、
制
作
態
度
と
作
品
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
直
接
、
格
闘
技
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
と
し
て
、
中
川
は
ボ
ク
サ
ー

を
描
い
た
挿
絵
や
二
人
の
相
撲
取
り
を
図
案
に
し
た
陶
芸
な
ど
を
残
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
小
品
で
あ
る
。
中
川
の
武
道
精
神
が
も
っ

と
も
よ
く
窺
わ
れ
る
の
は
、
風
景
画
で
あ
ろ
う
。 

中
川
が
八
九
歳
で
描
い
た
「
駒
ヶ
岳
」（
１
）

と
い
う
一
〇
〇
号
の
大
作
が
あ
る
。
画

面
い
っ
ぱ
い
に
山
が
描
か
れ
、
画
布
に
厚
く
絵
具
を
塗
り
重
ね
た
迫
力
あ
る
作
品
で

あ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
山
を
眺
め
て
描
い
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
山
が
遠
く
に
な
い

こ
と
だ
。
写
真
で
は
平
板
だ
が
、
実
際
に
こ
の
絵
の
前
に
立
つ
と
、
山
全
体
が
前
に

押
し
出
し
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
。
特
に
画
面
の
上
半
分
、
つ
ま
り
山
頂
近
く
の
部

分
が
大
き
く
重
く
描
か
れ
、
せ
り
出
す
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
さ
に
身
体
の
大
き

な
相
撲
取
り
が
上
半
身
を
傾
け
、
下
半
身
を
踏
ん
張
っ
て
組
み
付
い
て
く
る
よ
う
な

迫
力
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

山
を
題
材
と
し
た
画
家
、
作
品
は
多
い
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
山
は
遠
く
に
眺

め
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
絵
の
上
部
が
前
に
せ
り
出
し
て
く
る
よ
う
に
描
い
た

も
の
は
、
他
に
類
を
見
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
〇
〇
号
の
カ
ン
バ
ス
は
長

辺
が
一
六
二
ｃ
ｍ
あ
り
、
絵
具
を
分
厚
く
塗
る
だ
け
で
も
相
当
な
重
労
働
で
あ
る
。

中
川
は
、
こ
の
よ
う
な
迫
力
あ
る
風
景
画
を
多
数
残
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
絵
は

ど
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

中
川
は
『
私
は
木
偶
で
あ
る
』
と
い
う
随
筆
集
の
中
の
「
写
生
道
」
と
い
う
作
品

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

私
は
戸
外
へ
出
て
立
っ
て
仕
事
を
す
る
。
腰
か
け
て
い
て
は
部
分
は
わ
か
る

が
大
局
が
わ
か
ら
な
い
。 

画
架
へ
近
づ
い
た
り
遠
ざ
か
っ
た
り
し
て
描
く
。 

或
る
日
、
私
は
こ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。 

私
だ
っ
て
身
体
の
調
子
が
わ
る
い
時
が
あ
る
。
調
子
の
よ
い
時
が
あ
る
。 

調
子
の
よ
い
時
の
私
は
、
丹
田
に
力
が
は
い
っ
て
来
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は

考
え
た
。 
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昔
の
人
は
臍
下
丹
田
と
云
っ
た
。 

調
子
の
わ
る
い
時
は
丹
田
に
力
が
な
い
の
だ
。 

画
を
描
い
て
い
て
疲
れ
る
だ
ろ
う
と
云
う
が
、
調
子
の
よ
い
時
に
は
疲
れ
な

い
。
調
子
の
わ
る
い
時
が
疲
れ
る
の
だ
。 

丹
田
に
力
が
あ
る
時
は
身
体
に
バ
ラ
ン
ス
が
行
き
渡
っ
て
い
る
。
丹
田
に
力

が
な
い
時
は
肩
が
凝
っ
た
り
背
中
が
痛
く
な
る
の
だ
。 

私
は
意
識
的
に
丹
田
を
考
え
た
こ
と
は
な
い
。
意
識
し
な
い
の
に
丹
田
が
出

て
来
た
。
そ
し
て
考
え
る
に
、
丹
田
に
力
が
は
い
っ
て
い
る
時
が
私
の
全
力
の

出
る
時
だ
。 

画
と
い
う
も
の
は
手
で
描
く
も
の
で
も
な
い
。
頭
で
描
く
も
の
で
も
な
い
。 

人
間
全
体
で
描
く
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
言
葉
が
出
る
か
ら
は
、
私
の
写
生
道
は
一
流
一
派
を
開
い
た
と
云
え
る

だ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 

（
中
略
） 

さ
て
、
写
生
す
る
と
は
対
象
が
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
で
あ
れ
、
山
で
あ
れ
、

花
で
あ
れ
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
対
象
に
向
か
っ
て
お
そ
い
か
か
る
の
で
あ
る
。
剣
術
に
も
似
、
相
撲
に

も
似
、
ボ
ク
シ
ン
グ
に
も
似
る
の
で
あ
る
。 

例
え
ば
「
ま
だ
肩
に
力
が
は
い
っ
て
い
る
」
と
か
「
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
し
よ
う

と
思
っ
て
打
っ
た
ら
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
で
き
な
い
」
と
い
う
批
評
家
の
言
葉
は
、

写
生
道
に
も
云
え
る
の
で
あ
る
。 

全
身
全
霊
で
画
を
描
く
の
で
あ
る
。
山
を
描
く
。
山
は
描
け
描
け
と
云
う
。

思
慮
分
別
は
な
い
。
そ
の
命
令
を
実
行
す
る
。
自
分
と
山
は
一
体
で
あ
る
。（
『
随

筆
八
十
八
』
講
談
社
文
芸
文
庫
一
九
九
一
年 

一
一
七
～
一
一
九
頁
） 

 

こ
の
文
章
を
読
ん
だ
上
で
改
め
て
「
駒
ヶ
岳
」
を
見
る
と
、
ま
さ
に
画
家
が
全
身

を
使
っ
て
山
と
格
闘
し
て
い
る
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
中
川
は
「
対
象
に
向
か
っ
て

お
そ
い
か
か
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
が
、
対
象
も
ま
た
そ
の
存
在
感
を
も
っ
て
中
川

に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
中
川
が
い
う
「
自
分
と
山
は
一
体
」
と
は
、
私
た

ち
が
森
林
な
ど
を
散
策
し
、
そ
の
雄
大
さ
と
心
地
よ
さ
に
触
れ
て
人
間
も
自
然
の
一

部
だ
と
実
感
す
る
よ
う
な
長
閑
な
も
の
で
は
な
い
。
自
分
と
山
と
が
組
み
合
い
、
ち
ょ

う
ど
二
人
の
力
士
が
身
体
を
ぶ
つ
け
合
い
組
み
合
わ
せ
、
互
い
に
押
し
合
っ
て
ひ
と

つ
の
塊
と
な
り
、
緊
張
感
を
生
み
出
す
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
言
う
。
い
わ
ば
中
川

は
山
と
相
撲
を
取
り
、
が
っ
ぷ
り
四
つ
に
組
ん
で
い
る
の
だ
。 

 

中
川
は
、「
画
を
習
う
と
い
う
事
」
と
い
う
文
章
の
中
で
「
先
生
は
教
え
て
い
る
つ

も
り
で
生
徒
の
目
を
つ
ぶ
し
て
い
る
の
で
す
」
と
い
い
、
生
徒
は
「
勉
強
す
る
つ
も

り
で
勉
強
と
反
対
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
先
生
の
眼
鏡
で
見
て
い
る
の
だ
。

自
分
の
眼
鏡
で
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
」と
書
い
て
い
る
。（
全
一
〇-

一
一
～
一
三
）

教
育
に
対
す
る
手
厳
し
い
批
判
だ
が
、
こ
の
絵
を
見
る
と
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
つ
く
づ
く
感
じ
ら
れ
る
。 

 

常
識
的
な
美
術
教
師
で
あ
れ
ば
、
風
景
画
を
描
く
に
は
遠
近
感
を
出
せ
と
い
う
で

あ
ろ
う
。
学
校
で
は
対
象
を
眺
め
て
正
確
に
描
く
こ
と
を
求
め
る
。
遠
く
に
あ
る
山

は
小
さ
く
薄
く
描
い
て
遠
く
に
あ
る
感
じ
を
表
現
す
る
よ
う
に
教
え
る
だ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
指
導
を
受
け
、
そ
の
描
き
方
を
身
に
着
け
た
人
に
は
、
前
に
せ
り
出
し
て

来
る
山
は
描
け
な
い
。
教
師
に
褒
め
ら
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
風
景
画
を
描
く
人
に

は
、
到
底
で
き
な
い
表
現
で
あ
る
。 

 

中
川
が
若
い
頃
か
ら
抱
い
て
い
た
独
学
の
精
神
、
そ
し
て
武
道
精
神
が
八
〇
代
に

な
っ
て
も
衰
え
る
こ
と
な
く
、
強
烈
な
力
を
放
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
そ

の
力
強
い
精
神
は
、
身
体
の
中
心
と
な
る
丹
田
か
ら
発
し
て
い
る
。
丹
田
は
、
剣
道

や
柔
道
な
ど
の
武
道
、
ま
た
座
禅
を
行
う
際
に
も
意
識
す
べ
き
部
分
と
さ
れ
る
。
中

川
は
ま
さ
に
武
道
家
の
心
身
を
も
っ
て
画
道
に
生
き
た
と
言
え
よ
う
。 
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二
、
中
川
に
影
響
を
与
え
た
人
々 

（
一
）
中
川
と
ゴ
ッ
ホ 

言
う
ま
で
も
な
く
、
中
川
の
画
業
は
武
蔵
の
影
響
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
こ
で
中
川
が
洋
画
家
と
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
ゴ
ッ
ホ
に
つ
い
て

述
べ
る
。
ゴ
ッ
ホ
は
、
独
特
な
色
彩
と
荒
々
し
い
筆
致
の
作
品
、
そ
れ
に
精
神
的
な

問
題
か
ら
悲
劇
的
な
人
生
を
送
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
特
異
な
画
家
で
あ
る
。 

中
川
は
、
武
者
小
路
実
篤
ら
白
樺
派
と
の
交
流
の
中
で
ゴ
ッ
ホ
を
始
め
と
す
る
西

洋
近
代
の
画
家
を
知
り
、
彼
ら
が
戸
外
に
出
て
外
光
の
も
と
で
自
分
の
感
覚
を
表
現

し
た
こ
と
か
ら
「
自
然
を
師
と
す
る
の
な
ら
自
分
に
も
絵
が
描
け
る
」
と
考
え
、
画

家
を
志
し
た
。
大
正
三
年
、
二
一
歳
の
と
き
に
初
め
て
描
い
た
油
彩
画
「
酒
倉
」
、
ま

た
翌
年
の
「
監
獄
の
横
」
な
ど
を
見
る
と
、
畑
や
道
の
描
写
な
ど
に
ゴ
ッ
ホ
の
影
響

が
窺
わ
れ
る
。
雑
誌
で
ゴ
ッ
ホ
を
見
、
手
に
入
れ
た
ば
か
り
の
絵
具
箱
を
取
り
出
し

て
描
い
て
み
た
中
川
の
当
時
の
様
子
が
想
像
で
き
る
素
朴
な
絵
で
あ
る
。 

 

中
川
は
後
年
、「
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
」
と
い
う
一
文
を
書
き
「
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
に

面
し
て
私
は
画
を
か
く
気
持
ち
を
教
わ
っ
た
。
幸
せ
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
」（
全
四

-

二
七
一
）
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
幸
せ
」
と
い
う
の
は
、
ゴ
ッ
ホ
以
前
の
画
家
は
、

宗
教
画
や
肖
像
画
な
ど
を
客
観
的
、
説
明
的
に
描
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
伝

統
が
、
外
光
を
そ
の
ま
ま
描
こ
う
と
す
る
印
象
派
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
、
そ
の
後
に
、

自
分
の
感
覚
や
感
情
を
絵
に
こ
め
る
ポ
ス
ト
印
象
派
の
時
代
が
や
っ
て
き
た
。
中
川

は
、
「
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
は
印
象
派
の
時
代
に
生
ま
れ
た
の
が
運
命
に
な
っ
た
」
（
同

前
）
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
ゴ
ッ
ホ
に
出
会
っ
た
の
が
中
川
の
運
命
に
な
っ
た
。

伝
統
的
な
描
き
方
な
ら
師
に
つ
い
て
徒
弟
修
業
を
し
た
り
、
学
校
へ
行
っ
た
り
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゴ
ッ
ホ
は
、
中
川
に
素
人
で
も
絵
を
描
い
て
よ
い
、
感
情
を
絵

に
ぶ
つ
け
て
よ
い
と
示
し
て
、
大
き
な
後
押
し
を
し
て
く
れ
た
の
だ
。 

中
川
は
、
一
時
ゴ
ッ
ホ
に
傾
倒
し
、
ゴ
ッ
ホ
の
弟
の
妻
で
あ
る
ボ
ン
ゲ
ル
夫
人
に

よ
る
記
録
な
ど
を
翻
訳
し
て
『
ゴ
オ
ホ
』（
２
）

と
い
う
書
籍
も
出
版
し
た
。
し
か
し
、

ゴ
ッ
ホ
の
特
徴
的
な
描
き
方
を
真
似
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
頃
書
か
れ
た

「
ゴ
オ
ホ
よ
」
と
題
し
た
詩
が
あ
る
。
各
段
落
が
「
ゴ
オ
ホ
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け

か
ら
始
ま
る
、
三
九
行
の
詩
で
あ
る
。
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
中
川
の
ゴ
ッ
ホ
観
を

示
し
た
い
。 

 

中
川
は
ま
ず
ゴ
ッ
ホ
に
つ
い
て
、
太
陽
で
は
な
く
星
や
月
の
よ
う
に
寂
し
い
と
述

べ
、
こ
う
呼
び
か
け
る
。
第
二
段
落
を
引
く
。 

 

ゴ
オ
ホ
よ 

君
は
何
よ
り
神
秘
を
え
て 

君
が
画
に
籠
め
た
？ 

自
分
は
君
の
や
う
に
描
か
う
と
は
思
は
な
い
が 

自
分
も
亦
神
秘
を
え
て 

わ
が
絵
に
籠
め
た
い 

 

「
君
の
や
う
に
描
こ
う
と
は
思
わ
な
い
」
と
模
倣
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
が
中
川
ら

し
い
。
中
川
が
ゴ
ッ
ホ
の
筆
致
や
色
彩
、
構
図
と
言
っ
た
制
作
技
術
に
で
は
な
く
、

絵
に
籠
め
ら
れ
た
「
神
秘
」
に
共
感
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
い
う
「
神

秘
」
と
は
、
画
家
の
直
感
や
精
神
性
、
武
道
の
所
で
述
べ
た
「
心
境
」
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
最
後
の
段
落
を
引
く 

 

ゴ
オ
ホ
よ 

自
分
は
矢
張
ゴ
オ
ホ
が
好
き
だ 

 

人
の
心
を
う
た
ざ
る 

一
線
も
ひ
か
ず 

人
の
眼
に
迫
ら
ざ
る 

一
筆
も
描
か
ず 

自
分
が
確
信
を
も
た
ざ
れ
ば 
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一
言
も
発
せ
ず 

云
う
時
を
知
り 

云
う
て
な
ら
ぬ
時
を
知
る 

こ
れ
ゴ
オ
ホ
が
余
に
教
へ
た
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
全
一-

一
一
〇
～
一
一
三
） 

 

こ
の
文
章
に
は
、
剣
術
に
関
す
る
記
述
で
挙
げ
た
卜
伝
の
逸
話
や
「
一
太
刀
」
に

も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。描
く
技
術
が
あ
る
か
ら
と
そ
れ
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
確
信
を
も
っ
て
、
つ
ま
り
描
き
た
い
と
い
う
衝
動
に
よ
っ
て
表
現
す
る
と
こ

ろ
に
、
中
川
は
ゴ
ッ
ホ
の
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。 

 

中
川
は
、
向
日
葵
の
画
を
何
枚
も
描
い
て
い
る
。
向
日
葵
は
ゴ
ッ
ホ
の
代
表
的
な

モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
中
川
の
ゴ
ッ
ホ
に
対
す
る
尊
敬
の
気
持
ち
が
表
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。『
美
し
い
季
節
』
と
い
う
随
筆
集
の
中
に
「
画
の
向
日
葵
」
と
い
う
一

文
が
あ
る
。 

 

画
の
向
日
葵
と
云
え
ば
、
ゴ
ッ
ホ
の
向
日
葵
を
思
い
出
す
よ
り
外
に
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
中
略
） 

ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
は
夏
の
さ
中
に
帽
子
も
冠
ら
ず
に
仕
事
を
し
た
と
云
わ
れ

る
。
ゴ
ッ
ホ
自
身
が
向
日
葵
に
似
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
自
分
で
は
如
何
と
も

し
難
い
、
内
心
の
炎
で
人
生
を
焼
い
た
と
い
う
よ
り
仕
方
な
い
。 

ゴ
ッ
ホ
は
白
い
画
布
に
「
こ
の
裡
に
何
か
宿
る
ま
で
。
」
と
祈
念
し
つ
つ
対
っ

た
。 何

か
と
は
い
の
ち
で
あ
る
。
い
の
ち
は
乗
り
う
つ
る
も
の
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ

の
い
の
ち
は
そ
う
し
て
消
し
尽
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
中
略
） 

ゴ
ッ
ホ
は
短
距
離
の
選
手
で
、
勝
敗
を
一
瞬
に
決
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
信

実
な
る
、
そ
の
素
朴
な
る
、
そ
の
強
烈
な
る
情
熱
を
以
て
。
（
全
四-

七
六
～
七

七
） 

 

こ
こ
で
中
川
は
、
ゴ
ッ
ホ
と
短
距
離
走
者
と
評
し
て
い
る
。
事
実
ゴ
ッ
ホ
は
短
命

で
あ
り
、
絵
を
描
い
て
い
た
期
間
は
一
〇
年
ほ
ど
し
か
な
い
。
そ
の
短
期
間
に
、
集

中
的
に
作
品
を
残
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
中
川
は
長
距
離
走
者
で
あ
る
。
中
川
も
ま
た
画
布
に
い
の
ち
が
宿

る
よ
う
に
描
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
中
川
の
命
は
そ
こ
で
削
ら
れ
、
消
し
尽

く
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
中
川
が
た
ま
た
ま
健
康
を
保
っ
て
い
た
か
ら

だ
が
、
戦
い
の
中
で
生
き
続
け
ら
れ
る
気
力
と
体
力
を
養
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
。
死
ぬ
気
で
敵
に
向
き
合
う
が
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
武
蔵
に
は
な
れ

な
い
。
生
き
続
け
る
た
め
に
必
要
な
の
が
心
身
を
疲
れ
さ
せ
な
い
丹
田
、
そ
し
て
全

身
の
力
で
あ
る
。
中
川
が
「
君
の
よ
う
に
描
こ
う
と
は
思
は
な
い
」
と
書
い
た
の
は
、

技
術
的
な
面
ば
か
り
で
な
く
短
距
離
を
走
る
生
き
方
は
し
な
い
と
い
う
意
味
か
も
し

れ
な
い
。 

中
川
が
描
い
た
向
日
葵
を
見
る
と
、
明
る
い
色
彩
や
鋭
い
筆
づ
か
い
な
ど
に
は
確

か
に
ゴ
ッ
ホ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
共
感
は
あ
っ

て
も
模
倣
は
な
い
。
中
川
に
よ
っ
て
向
日
葵
は
、
絵
画
史
に
お
け
る
東
西
の
交
流
と

対
象
的
な
画
家
の
存
在
を
象
徴
す
る
印
象
的
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

（
二
）
中
川
と
岸
田
劉
生 

 

中
川
の
画
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
、
岸
田
劉
生
に
触
れ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

岸
田
は
、
日
本
に
初
め
て
印
象
派
の
絵
画
を
導
入
し
た
黒
田
清
輝
に
学
び
、
近
代

日
本
の
洋
画
界
を
牽
引
し
た
画
家
で
あ
る
。
そ
の
描
写
力
と
独
特
の
表
現
力
は
高
く

評
価
さ
れ
、
代
表
作
「
麗
子
像
」
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
日
本
美
術
史
の
教
科
書
に
は
必

ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

中
川
は
、
大
正
三
年
に
描
い
た
作
品
「
酒
倉
」
を
明
治
二
九
年
に
創
設
さ
れ
た
美
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術
団
体
、
巽
画
会
に
出
品
し
、
そ
れ
が
審
査
員
で
あ
っ
た
岸
田
の
眼
に
と
ま
っ
て
賞

を
得
た
。
こ
の
受
賞
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
中
川
は
画
家
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
る

の
で
、
岸
田
は
、
中
川
を
絵
の
世
界
に
導
き
入
れ
た
い
わ
ば
恩
人
で
あ
る
。
し
か
し
、

岸
田
は
、
中
川
に
と
っ
て
は
大
き
な
悩
み
の
も
と
で
も
あ
っ
た
。
岸
田
を
中
心
と
す

る
美
術
団
体
で
活
動
し
な
が
ら
、
岸
田
の
画
風
に
倣
っ
て
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
悩
み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
次
の
文
章
に
よ
く
表
れ

て
い
る
。 

 

私
は
画
を
か
き
出
し
て
当
初
に
劉
生
に
め
ぐ
り
合
っ
た
。
こ
れ
は
私
に
今
日

あ
ら
し
め
た
遠
因
で
あ
っ
て
、
生
涯
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。 

そ
う
い
う
私
は
劉
生
に
よ
っ
て
武
者
修
行
を
は
じ
め
た
。 

 

私
は
劉
生
の
崇
拝
者
で
あ
る
。
私
が
観
賞
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
観
賞
者

で
い
た
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
私
は
幸
か
不
幸
か
画
家
で
も
あ
る
。 

劉
生
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
自
分
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
二
つ
の
こ
と
で
は
な
く
、
と
も
な
お
さ
ず
一
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

劉
生
を
遵
奉
し
て
弟
子
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
文
句
も
煩
悶
も
な
い
。（
全
九-

三
一
一
～
三
一
二
） 

 

中
川
は
、
あ
る
弟
子
が
岸
田
に
心
服
し
同
じ
よ
う
な
絵
を
描
く
だ
け
で
な
く
自
分

の
時
計
の
針
ま
で
岸
田
の
時
計
に
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
随
筆
に
記
し
て
い
る
。
集

団
が
で
き
る
と
、
そ
こ
で
権
威
を
持
つ
人
に
従
い
評
価
や
地
位
を
得
て
安
住
し
よ
う

と
い
う
人
が
ど
の
よ
う
な
分
野
に
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
川
に
は
そ
れ
は

で
き
な
か
っ
た
。
一
〇
年
ほ
ど
共
に
活
動
し
た
後
、
中
川
は
岸
田
が
主
宰
す
る
団
体

を
離
れ
、
周
囲
か
ら
見
れ
ば
岸
田
を
裏
切
っ
た
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
生
き
方
を
選

ん
だ
。
岸
田
が
書
き
残
し
た
『
劉
生
日
記
』（
３
）

に
は
、
中
川
に
つ
い
て
悪
し
ざ
ま
に

書
い
た
部
分
が
あ
り
、
ふ
た
り
の
人
間
関
係
が
良
い
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。 

 

中
川
が
、
岸
田
を
画
壇
に
お
け
る
恩
人
、
師
と
仰
ぎ
そ
の
画
風
に
従
っ
て
い
た
な

ら
ば
、
彼
ら
の
関
係
は
円
満
に
保
た
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
中
川
は

岸
田
の
亜
流
に
止
ま
り
、
自
分
の
表
現
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
後
年
、

ア
ト
リ
エ
を
構
え
た
地
に
ち
な
ん
で
「
真
鶴
の
巨
人
」（
４
）

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
質
量

と
も
に
圧
倒
的
な
画
業
は
、
な
し
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

岸
田
と
い
う
才
能
に
秀
で
た
画
家
を
乗
り
越
え
る
こ
と
も
ま
た
、
武
蔵
で
あ
ろ
う

と
し
た
中
川
の
戦
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
中
川
は
、「
私
は
画
を
は
じ
め
て
い
き
な
り

強
敵
に
会
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
強
敵
は
、
そ
の
後
に
会
わ
な
い
」
（
全
九-

三
一
二
）
と
も
書
い
て
い
る
。
そ
の
岸
田
は
、
健
康
を
損
な
っ
て
三
八
歳
で
亡
く
な
っ

た
。
は
か
ら
ず
も
短
距
離
の
画
家
人
生
と
な
っ
た
こ
と
を
、
中
川
は
「
武
者
修
行
の

途
中
で
倒
れ
た
の
だ
」
と
惜
し
ん
で
い
る
。 

 

（
三
）
禅
と
独
立
自
尊
の
精
神 

中
川
は
、
常
に
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
を
追
求
し
た
。
そ
の
た
め
、
他
の
画
家
か

ら
過
度
な
影
響
を
受
け
た
作
品
や
創
作
姿
勢
に
は
、
手
厳
し
い
評
を
加
え
て
い
る
。

晩
年
の
詩
画
集
で
、
中
川
は
岸
田
に
つ
い
て
幅
広
く
他
の
画
家
か
ら
学
ん
だ
勉
強
ぶ

り
を
認
め
称
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

だ
け
ど
、
僕
が
お
か
し
い
と
思
う
の
は
、
岸
田
劉
生
は
セ
ザ
ン
ヌ
に
感
心
す

る
と
、
自
分
の
画
が
セ
ザ
ン
ヌ
み
た
い
に
な
っ
て
く
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
ひ
か

れ
る
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
は
、
お
か
し
い
と
思
う
。 

中
国
の
画
な
ん
か
に
感
動
す
る
と
、
そ
れ
が
出
て
く
る
。《
麗
子
像
》
な
ど
に
。

そ
れ
は
、
純
粋
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
だ
よ
。
な
に
か
こ
う
、
地
に
つ
い
て
い
な

い
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。 
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例
え
ば
、
自
分
の
顔
を
鏡
で
見
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
他
人
の
顔
が
映
っ
て

い
た
り
し
た
ら
、
じ
ゃ
ま
に
な
る
。
自
分
の
顔
を
見
た
い
の
に
、
鏡
に
は
他
人

の
顔
が
映
っ
て
し
ま
う
。
岸
田
劉
生
の
画
に
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
あ
る

ん
だ
よ
。
（
『
中
川
政
一
画
文
集 

独
り
行
く
道 

独
行
道
』
求
龍
堂
二
〇
一
一

年
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
） 

 

し
か
し
、
中
川
は
頑
な
に
自
分
に
こ
だ
わ
り
、
他
者
の
影
響
を
排
除
し
よ
う
と
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
三
〇
代
の
頃
に
書
い
た
「
大
男
」
と
い
う
短
文
が
あ
る
。 

 

 

大
男
は
長
い
間
自
分
ひ
と
り
で
大
き
く
な
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
然
し

親
が
死
に
、
兄
弟
が
死
に
、
友
達
が
死
ん
で
仕
舞
っ
た
時
、
自
分
ひ
と
り
で
大

き
く
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
な
か
っ
た
。
ほ
ん
の
小
さ
な
友
達
で
さ
え
若
し
い
な

か
っ
た
ら
遊
ぶ
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。 

芸
術
及
び
芸
術
家
も
如
斯
。 

芸
術
家
の
生
長
は
、 

自
分
で
自
分
を
引
き
出
す
事
以
外
に
、
他
人
に
自
分
を
引
き
出
し
て
貰
う
事

で
あ
る
。 

（
全
一-

二
一
四
） 

  

こ
の
よ
う
に
中
川
は
、
他
人
の
存
在
を
自
分
の
成
長
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
述

べ
て
い
る
。
実
際
、
中
川
は
多
く
の
芸
術
家
と
交
流
し
、
そ
の
中
で
自
分
を
磨
い
て

き
た
。
中
川
の
随
筆
を
読
む
と
、
石
井
鶴
三
や
武
者
小
路
実
篤
、
梅
原
龍
三
郎
ら
、

日
本
近
代
の
文
学
史
、
芸
術
史
に
名
を
残
し
た
著
名
な
人
物
と
幅
広
く
交
流
し
て
い

る
。
中
川
は
、
独
立
独
歩
で
は
あ
っ
た
が
、
人
を
遠
ざ
け
孤
立
す
る
よ
う
な
人
間
で

は
な
か
っ
た
。
中
川
に
と
っ
て
周
囲
の
芸
術
家
た
ち
は
年
長
者
で
あ
っ
て
も
、
相
撲

で
い
う
ぶ
つ
か
り
稽
古
の
相
手
で
あ
っ
て
、
模
倣
し
た
り
従
っ
た
り
す
る
相
手
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
、
他
者
の
影
響
を
受
け
ず
、
自
分
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
独
立
自
尊
の

精
神
は
、
中
川
が
禅
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
に
も
よ
る
。
中
川
は
若
い
頃
、
職
業
に

迷
い
僧
侶
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
り
（
５
）
、
仏
教
へ
の
関
心
が
深
い
。
中
川
は
、

座
禅
は
し
な
か
っ
た
が
幅
広
い
読
書
と
鑑
賞
体
験
を
通
じ
て
、
禅
僧
が
残
し
た
著
作

や
作
品
に
数
多
く
触
れ
、
沢
庵
や
仙
厓
な
ど
に
つ
い
て
の
批
評
文
も
数
多
く
残
し
て

い
る
。 

禅
は
、
剣
道
や
茶
道
な
ど
の
精
神
の
基
礎
を
形
作
る
も
の
で
あ
り
、
中
川
の
画
道

も
ま
た
禅
の
精
神
を
踏
ま
え
て
い
る
。
油
彩
画
を
初
め
て
描
い
た
時
を
振
り
返
り
、

中
川
は
、
「
見
た
と
い
う
経
験
」
を
し
た
と
述
べ
る
。
「
目
で
見
て
い
る
世
界
か
ら
心

で
見
る
瞬
間
に
変
ず
る
」
感
覚
を
得
た
と
し
、
そ
れ
を
「
悟
り
と
云
う
べ
き
か
」
と

書
く
。
（
全
九-

二
一
五
～
二
一
六
） 

 

こ
こ
で
中
川
が
言
う
「
悟
り
」
と
は
、
絵
を
描
く
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
と

い
う
自
分
な
り
の
実
感
、
腑
に
落
ち
た
感
覚
で
あ
ろ
う
。
中
川
は
そ
の
感
覚
を
も
っ

て
、
画
壇
の
先
輩
で
あ
り
地
位
の
あ
る
岸
田
に
対
し
「
画
を
描
く
こ
こ
ろ
も
ち
は
分

か
っ
て
い
る
」
と
言
い
放
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
岸
田
は
「
そ
う
だ
ろ
う
ね
」
と
応
じ
、

中
川
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
岸
田
は
自
分
の
悟
り
を
証
し
て
く
れ
る
人
で
あ
っ
た
」

（
同
前
）
と
述
べ
て
い
る
。 

ま
た
、
美
術
学
校
で
デ
ッ
サ
ン
を
学
ば
な
か
っ
た
中
川
は
、
写
実
を
重
ん
じ
る
岸

田
か
ら
「
君
は
形
を
変
え
て
書
く
だ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
「
長
い
間
公
案

と
な
っ
て
私
を
苦
し
め
た
」
（
全
八-

一
〇
）
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
芸
術
創
作

と
は
公
案
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
川
は
こ
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。 

 

「
如
何
な
る
か
『
達
磨
西
来
の
意
』
。
」
無
門
関
で
は
、
こ
う
い
う
答
が
出
て

い
る
。 

「
庭
前
柏
樹
子
。
」 

し
か
し
、「
庭
前
柏
樹
子
」
と
答
え
て
、
ま
た
関
門
を
通
過
出
来
る
か
と
云
え

ば
、
通
過
す
る
こ
と
は
巌
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。 
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自
分
の
必
死
の
言
葉
が
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ザ
ン
ヌ
も
ゴ
ッ
ホ
も
ル
オ
ー
も
、
必
死
の
言
葉
を
も
っ
て
こ
の
関
門
を
通

過
し
た
。

（
全
一
〇-

一
一
九
）

他
人
が
す
で
に
出
し
た
答
え
に
倣
っ
て
は
、
公
案
に
答
え
た
と
は
い
え
な
い
。
独

創
と
は
、
こ
の
「
自
分
の
必
死
の
言
葉
」
を
探
し
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
中
川
は
ア
ト
リ
エ
を
構
え
た
真
鶴
の
福
浦
港
で
、
堤
防
に
画
架
を
立
て
て

写
生
の
日
々
を
送
り
、
そ
れ
を
禅
の
修
行
に
な
ぞ
ら
え
「
達
磨
は
壁
面
九
年
、
私
は

二
十
年
、
堤
防
で
暮
ら
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
全
一
〇-

一
一
七
）
福
浦
港
は
小

さ
く
、
周
り
の
風
景
も
特
別
に
目
を
引
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
風
光
明
媚
な
名
所
で

は
な
く
、
あ
り
ふ
れ
た
漁
村
の
海
と
山
に
囲
ま
れ
た
港
で
制
作
に
取
り
組
ん
だ
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
必
死
の
言
葉
を
探
し
、
自
分
の
顔
だ
け
が
し
っ
か
り
と
写
る
鏡
を
磨

く
よ
う
な
日
々
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
が
中
川
の
「
写
生
道
」
で
あ
っ
た
。
中
川
は
、
西
洋
の
画
家
や
、
西
洋
絵
画

を
学
び
影
響
さ
れ
た
日
本
の
画
家
た
ち
と
ぶ
つ
か
り
つ
つ
、
禅
の
精
神
、
武
道
の
精

神
を
も
っ
て
日
本
の
「
道
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
画
道
を
確
立
し
、
そ
こ
に
生
き
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
四
）
宮
本
武
蔵
の
画
業
と
中
川

そ
れ
で
は
、
中
川
が
心
の
支
え
と
し
て
い
た
宮
本
武
蔵
の
創
作
活
動
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
武
蔵
も
数
々
の
書
、
画
、
金
工
な
ど
の
作
品
を
残
し
て
い
る
。

武
蔵
は
小
説
や
ド
ラ
マ
、
漫
画
な
ど
の
主
人
公
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、

超
人
的
な
強
さ
を
持
つ
粗
暴
な
武
士
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
実
は
優
れ
た
教

養
人
、
文
化
人
で
あ
っ
た
。
三
〇
代
後
半
か
ら
姫
路
、
明
石
で
藩
主
の
客
分
と
な
り
、

そ
の
頃
か
ら
禅
に
親
し
み
禅
寺
で
水
墨
画
の
名
品
を
目
に
し
、
自
分
で
も
手
掛
け
た

と
さ
れ
る
。
五
九
歳
で
熊
本
の
細
川
藩
の
客
分
と
な
っ
て
か
ら
も
剣
術
を
指
導
し
つ

つ
、
座
禅
を
し
た
り
絵
を
描
い
た
り
、
茶
の
湯
を
行
う
な
ど
し
て
日
々
を
過
ご
し
た
（
６
）
。

こ
う
し
た
中
で
『
五
輪
書
』
も
書
か
れ
て
い
る
。

武
蔵
の
絵
画
作
品
に
は
「
鵜
図
」
「
蘆
雁
図
」
「
正
面
達
磨
図
」
な
ど
が
あ
る
が
、

そ
の
中
か
ら
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
中
川
も
著
作
中
で
し
ば
し
ば
触
れ
て
い
る

「
枯
木
鳴
鵙
図
」（
７
）

を
見
て
み
た
い
。
こ
の
絵
は
、
減
筆
体
と
呼
ば
れ
る
筆
数
を
少

な
く
し
描
写
を
抑
え
る
描
き
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
細
い
枯
れ
枝
の
先
に
一
羽
の

鵙
が
と
ま
り
、そ
の
枝
を
小
さ
な
細
長
い
昆
虫
が
這
い
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
の
虫
が
、

今
に
も
鵙
に
喰
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
緊
張
感
が
た
だ
よ
う
。
水
墨
画
と
い
う
と
多

く
は
山
や
川
の
風
景
、
動
植
物
な
ど
を
描
く
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
と
は
異
な

る
、
生
死
の
分
か
れ
目
を
描
い
た
よ
う
な
絵
で
あ
る
。

特
筆
す
べ
き
は
、
鵙
が
と
ま
っ
て
い
る
枝
の
描
写
で
あ
る
。
小
さ
な
鵙
の
重
み
で

か
す
か
に
た
わ
み
、
揺
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
枝
が
、
一
本
の
線
で
描
か
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
、
中
川
が
書
い
た
よ
う
に
「
一
の
太
刀
」
で
描
き
切
る
凄
み
を
発
し
て
い
る

の
が
分
か
る
。
二
の
太
刀
、
三
の
太
刀
を
当
て
に
し
た
修
行
を
し
て
い
て
は
あ
の
よ

う
な
線
は
描
け
ず
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
心
の
持
ち
方
で
は
武
芸
者
と
し
て
も
生

き
残
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
枝
の
上
方
に
い
て
前
を
向
く
鵙
は
、
枝
の
中
ほ
ど
画
面
の
中
央
に
い
る
虫

を
視
野
に
捉
え
て
い
る
様
子
だ
が
、
虫
に
直
接
視
線
を
注
い
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

目
の
前
の
空
間
を
見
つ
め
つ
つ
、
這
い
上
が
っ
て
く
る
虫
を
目
の
端
に
捉
え
、
そ
れ

と
の
間
合
い
を
は
か
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

武
蔵
は
、『
五
輪
書
』
に
「
兵
法
の
目
付
と
云
事
」
と
し
て
も
の
の
見
方
に
つ
い
て

書
い
て
い
る
。
見
方
に
は
「
観
」
、「
見
」
と
い
う
ふ
た
つ
が
あ
り
、「
観
の
目
つ
よ
く
、

見
の
目
よ
は
く
、
遠
き
所
を
近
く
見
、
ち
か
き
所
を
遠
く
見
る
事
、
兵
法
の
専
也
。

敵
の
太
刀
を
し
り
、
聊
敵
の
太
刀
を
見
ず
と
云
事
、
兵
法
の
大
事
也
。
」（
８
）

と
記
述

し
て
い
る
。
枝
を
這
う
虫
が
い
る
と
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
直
接
に
は
見
な
い
鵙
の

視
線
は
こ
の
一
節
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
武
蔵
が
剣
術
を
通
じ
て
体
得
し
た
感
覚
を

も
っ
て
対
象
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
武
蔵
の
文
章
と
作
品
か
ら
、
中
川
は
対
象
を
捉
え
描
く
「
目
付
」
を
学

ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
川
は
、
武
蔵
を
語
る
次
の
よ
う
な
文
章
を
残
し
て
い
る
。

様
々
な
剣
術
家
や
禅
僧
が
残
し
た
剣
術
の
秘
伝
書
な
ど
を
読
ん
で
も
そ
の
書
き
手
が

本
当
に
強
か
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
と
述
べ
、
こ
う
続
け
て
い
る
。

た
だ
一
つ
信
用
の
出
来
る
の
が
、
宮
本
武
蔵
の
「
兵
法
三
十
五
条
」
と

「
五

輪
書
」
。

あ
れ
に
、
生
国
播
磨
、
年
つ
も
っ
て
六
十
三
、
と
い
う
書
き
出
し
の
序
文
が

あ
る
。
神
仏
を
尊
ん
で
神
仏
に
頼
ら
ず
、
学
問
を
尊
ん
で
学
問
に
た
よ
ら
な
い
、

武
蔵
一
流
の
見
解
で
こ
れ
を
何
日
何
の
刻
、
暁
天
に
書
き
は
じ
む
る
な
り
、
と

い
う
あ
た
り
、
そ
の
蛮
気
と
息
づ
か
い
の
烈
し
さ
は
、
さ
す
が
武
蔵
と
思
わ
せ

る
。「

三
十
五
箇
条
」
は
対
々
の
場
合
、「
五
輪
書
」
は
複
数
の
場
合
の
剣
法
で
あ

る
が
、
前
者
の
方
が
簡
潔
で
、
二
刀
流
の
事
、
見
観
二
つ
の
事
、
度
を
越
す
と

い
う
事
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
に
響
く
も
の
が
あ
る
。

そ
の
上
、
武
蔵
に
は
絵
画
が
あ
る
。
小
鳥
の
と
ま
っ
て
い
る
枯
木
の
一
本
の

線
に
も
、
画
か
き
を
嘆
か
す
よ
う
な
鋭
さ
が
あ
る
。
こ
れ
で
武
蔵
が
ど
れ
位
の

修
業
を
積
ん
だ
人
か
わ
か
る
。
（
全
七-

一
五
九
～
一
六
〇
）

実
際
、
武
蔵
の
絵
を
見
る
と
、
絵
画
と
は
描
き
手
の
視
覚
を
通
じ
た
認
識
と
身
体

そ
し
て
精
神
の
働
き
が
生
ん
だ
、
い
わ
ば
生
き
た
人
間
の
痕
跡
で
あ
る
こ
と
が
強
く

感
じ
ら
れ
る
。
対
象
を
広
く
捉
え
る
と
同
時
に
集
中
し
て
見
る
目
と
、
手
先
だ
け
で

な
く
丹
田
の
力
を
使
い
全
身
で
一
気
に
描
き
得
る
身
体
、
そ
し
て
思
い
切
っ
て
筆
を

走
ら
せ
る
胆
力
が
な
け
れ
ば
、「
枯
木
鳴
鵙
図
」
の
よ
う
な
絵
は
描
け
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
中
川
は
武
蔵
の
遺
し
た
文
章
と
作
品
か
ら
そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
、
自
分
の

画
業
の
指
針
と
し
た
に
違
い
な
い
。

三
、
ま
と
め

中
川
は
、
東
西
の
様
々
な
時
代
の
画
家
、
芸
術
家
ら
と
そ
の
作
品
と
の
出
会
い
か

ら
自
分
を
確
立
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
剣
豪
で
あ
り
優
れ
た
画
家

で
も
あ
っ
た
宮
本
武
蔵
の
存
在
は
特
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
堅
固
な
人
生

の
基
盤
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

武
蔵
は
、
生
涯
を
武
芸
者
と
し
て
生
き
高
い
教
養
を
以
て
自
身
の
剣
を
語
っ
た
。

さ
ら
に
対
象
を
捉
え
る
鋭
い
視
覚
、
空
間
と
対
象
を
認
識
す
る
力
、
そ
し
て
深
い
精

神
性
を
も
っ
て
優
れ
た
絵
画
作
品
を
残
し
た
。
中
川
は
、
生
涯
を
画
家
と
し
て
ま
た

書
や
工
芸
、
文
芸
も
な
ど
幅
広
く
手
掛
け
た
芸
術
家
と
し
て
生
き
、
そ
の
底
流
に
武

術
的
な
身
体
感
覚
と
武
道
精
神
を
持
ち
続
け
た
。

武
蔵
が
主
に
水
墨
画
で
、
鋭
い
線
描
写
と
緊
張
感
の
あ
る
空
間
構
成
を
し
て
い
る

の
に
対
し
、
中
川
は
油
彩
画
を
主
と
し
、
重
厚
な
絵
具
の
重
な
り
と
多
様
な
色
彩
を

駆
使
し
て
、
そ
の
表
現
方
法
は
対
象
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
気

迫
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
激
し
さ
、
緊
張
感
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
美
は
、
現
代
の

私
た
ち
に
も
感
動
を
も
た
ら
す
。
武
蔵
が
生
き
た
、
剣
を
も
っ
て
武
術
を
追
求
し
そ

の
先
に
美
を
も
創
り
出
し
た
道
を
、
中
川
は
剣
を
絵
筆
に
変
え
て
受
け
継
ぎ
、
自
ら

の
道
と
し
た
と
言
え
る
。
両
者
は
時
代
も
表
現
形
式
も
異
な
る
が
、
武
道
と
芸
術
創

作
の
「
独
行
道
」（
９
）

を
生
き
た
の
で
あ
る
。

本
論
は
、
中
川
の
芸
術
創
作
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
中
で
は
あ
る
が
、
武
蔵
と
の
つ
な
が
り
の
中
に
、
日
本
の

文
化
芸
術
史
の
特
徴
で
あ
る
「
道
」
の
流
れ
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
中
川

が
絵
画
を
志
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
ゴ
ッ
ホ
や
岸
田
ら
に
対
し
て
も
、
中
川
は
こ
の

「
道
」
の
精
神
で
立
ち
向
か
い
、
乗
り
越
え
た
の
だ
。

武
蔵
か
ら
中
川
へ
と
つ
な
が
る
、
武
道
精
神
を
そ
の
基
礎
と
し
た
独
創
の
道
を
見

出
す
こ
と
は
、
日
本
の
芸
術
文
化
史
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
意
義
を

有
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に 

 

中
川
の
遺
し
た
数
多
く
の
文
章
そ
し
て
幅
広
い
作
品
群
を
見
る
と
、
そ
の
力
強
さ
、

そ
し
て
も
の
ご
と
を
悲
観
せ
ず
ま
っ
す
ぐ
に
見
る
健
全
さ
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。 

中
川
は
、
母
を
早
く
に
亡
く
し
た
が
、
父
や
兄
弟
姉
妹
と
の
愛
情
あ
る
家
庭
で
育
っ

た
。
そ
し
て
、
意
に
添
わ
な
い
職
に
就
く
こ
と
な
く
心
の
赴
く
ま
ま
画
家
と
な
り
、

生
活
の
困
窮
と
学
校
へ
行
け
な
か
っ
た
劣
等
感
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
旺
盛
に
制
作
を

行
っ
た
。
戦
時
期
に
時
局
に
応
じ
た
戦
争
画
を
描
く
こ
と
も
な
く
、
疎
開
先
で
終
戦

を
迎
え
て
い
る
。
芭
蕉
の
言
う
季
節
外
れ
で
役
立
た
な
い
「
夏
炉
冬
扇
」（
10
）

で
あ
る

こ
と
に
徹
し
、
独
自
の
創
作
活
動
を
行
い
九
七
歳
の
長
寿
を
全
う
し
た
。
近
代
の
日

本
人
と
し
て
、
あ
る
意
味
理
想
的
な
人
生
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
う
し
た
中
川
の
生
き
方
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
何
が
人
生
で
大
切
な
の
か
を
示

し
て
く
れ
る
。
中
で
も
、
他
人
の
教
え
や
時
代
の
常
識
に
頼
ら
ず
、
周
囲
の
人
や
自

然
に
じ
か
に
ぶ
つ
か
り
そ
の
中
で
自
分
を
磨
く
姿
勢
は
、
近
年
、
忘
れ
ら
れ
が
ち
な

も
の
で
あ
る
。
人
と
直
接
出
会
い
触
れ
合
う
機
会
が
減
り
、
ま
た
技
術
的
な
進
歩
に

よ
り
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
が
創
出
さ
れ
て
、
そ
れ
が
現
実
の
体
験
に
と
っ
て
代
わ
ろ

う
と
し
て
い
る
。
自
分
の
手
で
筆
を
持
っ
て
字
や
絵
を
か
く
こ
と
さ
え
、
ま
れ
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
私
た
ち
が
自
分
の
身
体
や
精
神
の
力
を
リ
ア
ル

に
感
じ
、
確
か
め
、
鍛
え
る
機
会
も
失
わ
れ
が
ち
で
あ
ろ
う
。
中
川
が
、
そ
し
て
武

蔵
が
実
践
し
た
武
道
精
神
を
も
っ
て
心
身
を
鍛
え
独
自
の
道
を
切
り
開
く
生
き
方
を
、

現
代
の
青
年
期
の
世
代
、
さ
ら
に
次
の
世
代
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。 

（
以
上
） 

 

凡
例 

・
引
用
は
主
に
『
中
川
一
政
全
文
集
』（
全
十
巻
）
中
央
公
論
社
一
九
八
七
年
よ
り
行
っ

た
。
同
文
集
を
「
全
」
と
略
記
し
、
巻
数
と
頁
数
を
漢
数
字
で
示
し
た
。 

・
そ
れ
以
外
は
、
引
用
部
分
に
書
名
と
出
版
社
名
、
発
行
年
、
頁
数
を
記
し
た
。 

 

【
注
記
】 

（
１
）
「
駒
ヶ
岳
」
一
九
八
二
年 

真
鶴
町
立
中
川
一
政
美
術
館
所
蔵 

（
２
）
『
ゴ
オ
ホ
』
（
ア
ル
ス 

一
九
二
五
年
）
ド
イ
ツ
語
専
修
学
校
に
通
っ
た
経
験

が
あ
る
中
川
が
、
医
学
校
卒
の
弟
の
助
力
を
得
て
翻
訳
し
た
。
ク
ル
ト
・
ビ
ス

タ
ー
の
「
ゴ
オ
ホ
論
」
と
ボ
ン
ゲ
ル
夫
人
の
「
ゴ
オ
ホ
伝
」
の
二
作
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。 

（
３
）
岸
田
劉
生
が
明
治
四
〇
年
か
ら
昭
和
四
年
に
か
け
て
綴
っ
た
日
記
。
一
九
八

四
年
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。 

（
４
）
俳
優
、
緒
形
拳
（
一
九
三
七
～
二
〇
〇
八
）
は
、
書
や
水
墨
画
を
手
掛
け
、

中
川
を
こ
う
呼
ん
で
私
淑
し
て
い
た
。 

（
５
）
中
川
は
中
学
を
出
た
が
な
り
た
い
職
業
が
な
く
、
た
ま
た
ま
新
聞
で
真
言
宗

の
寺
で
僧
侶
を
養
成
す
る
と
の
募
集
を
見
て
応
募
し
た
。
し
か
し
、
人
見
知
り

の
た
め
寺
に
行
け
な
か
っ
た
と
「
志
望
」
と
い
う
随
筆
（
全
三-

三
四
）
に
記
し

て
い
る
。 

（
６
）
魚
住
孝
至
『
宮
本
武
蔵 

五
輪
書 

わ
が
道
を
生
き
る
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版 

二

〇
二
一
年
）
一
四
四
～
一
四
六
頁
を
参
考
に
記
述
し
た
。 

（
７
）
江
戸
時
代
だ
が
制
作
年
は
不
明
。
和
泉
市
久
保
惣
美
術
館
所
蔵 

（
８
）
魚
住
孝
至
校
注
・
著
『
定
本 

五
輪
書
』
（
新
人
物
往
来
社 

二
〇
〇
五
年
）

九
九
頁
よ
り
引
用
。
同
書
解
説
に
「
観
の
目
は
、
心
気
を
働
か
せ
て
、
状
況
全

体
を
見
る
こ
と
。
見
の
目
は
、
目
で
視
覚
的
に
見
る
こ
と
」
と
あ
る
。 

（
９
）「
独
行
道
」
は
一
六
四
五
年
に
宮
本
武
蔵
が
死
を
前
に
し
て
書
き
残
し
た
文
書
。

人
生
の
指
針
を
二
一
箇
条
に
ま
と
め
て
い
る
。
な
お
一
九
八
八
年
に
北
国
新
聞

に
「
独
行
道 

中
川
一
政
さ
ん
が
語
る
自
画
像
」
と
い
う
記
事
が
連
載
さ
れ
た
。

そ
れ
を
書
籍
化
し
た
『
中
川
一
政
画
文
集 

独
り
行
く
道
』（
求
龍
堂
二
〇
一
一

年
）
の
表
紙
カ
バ
ー
に
は
、
中
川
自
筆
の
書
「
獨
行
道
」
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て

い
る
。 

（
10
）
中
川
は
、
終
戦
時
の
心
境
を
書
い
た
「
夏
炉
冬
扇
」
と
い
う
随
筆
（
全
五-

三
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五
）
に
芭
蕉
の
「
余
が
風
雅
は
夏
炉
冬
扇
の
如
し
、
衆
に
さ
か
ひ
て
用
ゐ
る
と

こ
ろ
な
し
」
を
引
い
て
い
る
。 

 
 


