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萬
鐵
五
郎
の「
混
沌
」―
―
禅
を
視
点
と
す
る
解
釈�

�

澤
田
　
佳
三
　
　

は
じ
め
に

　

萬
鉄
五
郎
が
そ
の
生
涯
も
終
り
に
近
い
時
期
、大
正
末
期
に
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
一

冊
の
粗
末
な
ノ
ー
ト
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
制
作
の
合
い
間
に
、思
い
つ
く
ま

ま
に
記
し
と
ど
め
た
手
記
や
原
稿
の
下
書
き
、メ
モ
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に「
お

れ
は
暗
い
こ・

ん・

と・

ん・

だ
」［図
１
］と
い
う
語
句
を
見
出
し
た
と
き
の
慄り

つ

然ぜ
ん

と
し
た
思
い
を
わ

た
く
し
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
時
期
の
萬
の
風
貌
は
、茅ち

ヶが

崎さ
き

海
岸（
神
奈
川
県
）

の
農
婦
や
漁
夫
た
ち
が「
オ
エ
ベ
ス
サ
マ
」と
呼
ん
だ
よ
う
に
、ふ
っ
く
ら
と
太
り
、悠
揚
と

し
て
せ
ま
ら
ず
、一
見
、温
和
そ
の
も
の
の
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
内

部
に
は
、渦
巻
き
、ひ
し
め
き
あ
い
、燃
え
た
ぎ
る
凄・

絶・

な・

カ・

オ・

ス・

の・

世・

界・

が
秘
め
ら
れ
て

い
た
の
だ（
註
１
、傍
点
は
引
用
者
）。

こ
れ
は
、萬よ
ろ
ず

鐵て
つ

五ご

郎ろ
う（

一
八
八
五
―
一
九

二
七
）を
め
ぐ
る
研
究
の
礎
を
築
い
た

一
人
、陰
里
鉄
郎
氏
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
の「
粗
末
な
ノ
ー
ト
」に
は
、画
家
の

没
後
に「
鉄
人
独
語
」と
題
さ
れ
た
手
記

（
註
２
）も
含
ま
れ
、萬
の
内
奥
を
と
り
わ

け
色
濃
く
残
す
も
の
と
し
て
知
ら
れ

る
。
筆
者
も「
鉄
人
独
語
」の
一
節
を
、

萬
が
中
学
時
代
か
ら
卒
業
後
に
か
け
て

体
験
し
た「
禅
」を
視
点
に
、「
原
人
」と

い
う
言
葉
に
集
約
さ
せ
る
形
で
解
釈
し

た
こ
と
が
あ
る（
註
３
）。
本
論
で
は
、そ

れ
に
つ
づ
き「
お
れ
は
暗
い
こ
ん
と
ん

だ
」と
記
し
た
萬
の
内
奥
に
迫
る
べ
く
、

同
じ
く
禅
を
視
点
に「
こ
ん
と
ん（
混

沌
）」と
い
う
言
葉
に
焦
点
を
当
て
て
新

た
な
解
釈
を
試
み
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
ノ
ー
ト
は
、現
在
は
岩
手
県
立
美
術
館
が「
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク 

そ
の
三

五
」（
以
下
、「
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
」）と
し
て
所
蔵
す
る
。
そ
の
中
に
は
、萬
が
妻
子
を
伴
い
岩

手
県
土
沢（
現
花
巻
市
東
和
町
土
沢
）に
帰
郷
し
た
土
沢
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
集
中
的
に

取
り
組
ん
だ
自
画
像
や
郷
里
の
風
景
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、一
九

一
五（
大
正
四
）年
七
月
に『
岩
手
毎
日
新
聞
』に
掲
載
さ
れ
た
萬
の「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其

他
」の
一
部
草
稿
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、こ
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
は
茅
ヶ
崎
に
移
住

し
た
時
代
で
は
な
く
土
沢
時
代
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
意
見
が
あ
る
。
例
え
ば
、二

〇
一
七（
平
成
二
十
九
）年
に
開
催
さ
れ
た「
没
後
九
十
年 

萬
鐵
五
郎
展
」（
岩
手
県
立
美
術
館

／
萬
鉄
五
郎
記
念
美
術
館
、神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館 

葉
山
、新
潟
県
立
近
代
美
術
館
を
巡

回
）で
は
、そ
れ
を
一
九
一
五
年
頃
と
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、本
論
で
も
同
様
に
土
沢
時
代

の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
位
置
づ
け
、さ
ら
に
論
中
で
取
り
上
げ
る
そ
の
他
の
作
品
お
よ
び
資

料
の
年
代
に
つ
い
て
も
同
展
の
図
録（
東
京
新
聞
、二
〇
一
七
年
）に
従
う
こ
と
に
す
る
。

萬
の
カ
オ
ス
に
つ
い
て

　

冒
頭
で
引
用
し
た
陰
里
氏
の
論
考「「
近
代
」と
対
決
す
る
凄
絶
な
る
風
景 

萬
鉄
五
郎
に
み

る
カ
オ
ス
の
世
界
」と
い
う
題
名
が
示
す
よ
う
に
、同
氏
は
萬
が
は
ら
む
カ
オ
ス
の
世
界
を
風

景
画
に
見
出
し
た
。

　

土
沢
時
代
の
萬
の
実
験
、追
求
は
苦
悩
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し

て
、そ
う
し
た
な
か
で
萬
は
、先
に
触
れ
た
よ
う
な
原
風
景
、原
型
、そ
し
て
自
己
特
有
の
形

を
い
っ
そ
う
明
確
に
把
握
し
、か
た
ち
づ
く
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
木
の
間
よ
り
見
下
し
た
町
」「
木
の
間
風
景
」「
木
蔭
の
村
」の
三
点
は
同
じ
場
所
の
、お

そ
ら
く
は
土
沢
の
街
を
北
側
の
丘
の
中
腹
あ
た
り
か
ら
見
下
し
た
風
景
で
あ
ろ
う
か
と
思

わ
れ
、（
中
略
）い
ず
れ
も
異
様
な
風
景
と
な
っ
て
い
る
。
飛
び
か
う
弧
線
、芋
型
の
形
、暗

い
、あ
る
い
は
鮮
か
に
明
る
い
赤
、緑
、紫
の
色
調
の
画
面
は
、萬
の
郷
里
に
つ
な
が
る
原
風

景
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、同
時
に
、萬
の〝
暗・

い・

こ・

ん・

と・

ん・

〟そ
の
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
る（
註
４
、傍
点
は
引
用
者
）。

　

さ
ら
に
、こ
の
論
考
を
お
さ
め
る
画
集
の
図
版
解
説
で
は
、《
木
の
間
よ
り
見
下
し
た
町
》

［
本
作
を
所
蔵
す
る
岩
手
県
立
美
術
館
で
は《
木
の
間
か
ら
見
下
し
た
町
》（
一
九
一
八
年
）と

図１　「スケッチブック その35」　1915（大正4）年頃　岩手県立美術館蔵
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表
記
］［図
２
］と
比
較
す
る
形
で《
木
の
間
風
景
》（
一
九
一
八
年
頃
、新
潟
県
立
近
代
美
術
館
・
万

代
島
美
術
館
蔵
）［図
３
］を「
幻
想
的
な
、ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
萬
の
カ
オ
ス
の
世
界
を
む
き
だ
し

に
し
た
心
象
の
風
景
」と
表
し
、《
木
蔭

の
村
》（
一
九
一
八
年
、ポ
ー
ラ
美
術
館

蔵
）［
図
４
］を
加
え
た
こ
れ
ら
三
点
に
つ

い
て「
明
・
暗
二
つ
の
極
端
な
色
調
、心

象
の
対
立
は
、萬
の
内
面
的
な
激
し
い

振
幅
を
示
し
て
い
る
」と
同
氏
は
記
す

（
註
５
）。

　

こ
う
し
た
見
解
は
、他
の
研
究
者
に

も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
田
中

淳
氏
は
、「〈
木
の
間
よ
り
見
下
し
た
風

景
〉か
ら
は
、風
景
そ
の
も
の
を
構
成
す

る
事
物
の
骨
格
を
と
ら
え
つ
つ
、渦
巻

く
よ
う
な
空
間
の
表
現
に
、萬
自
身
が

内
面
に
か
か
え
る
カ
オ
ス
の
表
出
を
感

じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
」と
し
、「
実
際

土
沢
の
地
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
と
思
わ
れ
る
風
景
画
で
は
、先
述
し
た
自
画
像
や
静
物
画
な

ど
に
比
べ
、表
現
の
上
か
ら
か
な
り
振
幅
が
み
ら
れ
る
」と
述
べ
て
い
る（
註
６
）。
一
九
九
五（
平

成
七
）年
に
萬
鉄
五
郎
記
念
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た「
わ
が
内
な
る
カ
オ
ス 

萬
鉄
五
郎
の《
自

画
像
》」展
で
は
、展
覧
会
名
に「
カ
オ
ス
」が
用
い
ら
れ
、そ
の
挨
拶
文
に
は
、「
自
己
と
向
き
合

い
自
己
と
の
格
闘
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
萬
の
自
画
像
群
に
は
カ
オ
ス
の
造
形
と
で
も
呼
べ

る
よ
う
な
苦
悩
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
独
特
の
表
現
が
見
て
取
れ
ま
す
」（
註
７
）と
し
て
、萬

の
カ
オ
ス
を
風
景
画
で
は
な
く
自
画
像
に
見
出
そ
う
と
し
た
。
ま
た
、同
展
の
図
録
に
論
考

を
寄
せ
た
中
村
義
一
氏
は
、《
赤
い
目
の
自
画
像
》（
一
九
一
三
年
頃
、岩
手
県
立
美
術
館
蔵
）［図

５
］な
ど
萬
の
自
画
像
は
神
楽
面
や
伎
楽
面
の
よ
う
な
仮
面
を
連
想
さ
せ
、自
ら
を
戯
画
的
人

物
像
に
仕
立
て
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、自
ら
を
仮
面
の
道
化
と
心
得
る
ほ
ど
の
気
が
か

り
な
精
神
を
そ
こ
に
見
る
と
い
う
。
そ
し
て
、そ
の
気
が
か
り
な
精
神
が
、「
こ
の
上
な
く
普

遍
的
で
あ
っ
て
同
時
に
特
殊
な
、グ
ロ
ー
バ
ル
で
あ
っ
て
地
方
的
な
、西
欧
的
で
日
本
的
な
、

ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
観
念
的
で
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
物
体
的
な
、（
中
略
）そ
の
よ

う
な
双
方
を
、み
ず
か
ら
の
内
部
で
思
う
さ
ま
引
き
裂
く
こ
と
で
、い
っ
そ
う
双
方
の
破
綻
を

き
わ
だ
た
せ
る〝
凄
絶
な
る
混カ

オ
ス沌

〟に
こ
そ
、萬
の
芸
術
の
類
例
の
な
い
前
衛
性
を
指
摘
で
き

る
よ
う
に
思
う
の
だ
」と
し
て
、陰
里
氏
の
表
現
を
用
い
て
い
る（
註
８
）。

図２　 萬鐵五郎《木の間から見下した町》　1918（大正7）年　油彩・キャ
ンヴァス　60.8×80.8cm　岩手県立美術館蔵

図3　 萬鐵五郎《木の間風景》　1918（大正7）年頃　油彩・キャンヴァス　
73.0×100.0cm  新潟県立近代美術館・万代島美術館蔵

図4　 萬鐵五郎《木蔭の村》　1918（大正7）年　油彩・キャンヴァス
　　  50.0×60.7cm　ポーラ美術館蔵

図5　 萬鐵五郎《赤い目の自画像》　1913（大正2）年頃　油彩・
キャンヴァス　60.7×45.5cm  岩手県立美術館蔵
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「
こ
ん
と
ん
」の
語
意
と『
日
本
書
紀
』

　

あ
ら
た
め
て「
こ
ん
と
ん
」の
語
意
を
確
認
し
た
い
。
萬
の
生
き
た
明
治
か
ら
大
正
に
お
け

る
代
表
的
な
国
語
辞
書
と
し
て
、ま
ず
は
わ
が
国
初
の
近
代
的
な
国
語
辞
書
で
あ
る
大
槻
文

彦『
言げ

ん

海か
い

』が
あ
げ
ら
れ
る
。
同
書
は
、一
八
八
九（
明
治
二
十
二
）年
か
ら
一
八
九
一（
明
治
二

十
四
）年
に
か
け
て
大
型
本
の
四
分
冊
で
刊
行
さ
れ
た
後
、ま
も
な
く
一
冊
本
と
し
て
出
版
さ

れ
、そ
の
後
も
判
型
を
変
え
な
が
ら
刊
行
さ
れ
て
多
く
の
人
々
に
愛
用
さ
れ
た
。

こ
ん
‐
と
ん　
【
混
沌
・
渾
沌
】　

開
闢
ノ
初
メ
、天
地
未
ダ
分
カ
レ
ザ
ル
ト
キ
ノ
状
ニ
イ
フ

語
。「
―
―
未
分
」

　

次
に
、一
九
〇
七（
明
治
四
十
年
）に
出
版
さ
れ
た
金
沢
庄
三
郎
編『
辞
林
』（
三
省
堂
書
店
）

を
見
る
。

こ
ん
‐
と
ん　
【
渾
沌
】　

天
地
開
闢
の
始
め
に
、物
事
の
判
然
せ
ざ
る
状
態
、又
、物
事
の

區
別
不
分
明
な
る
状
態
。（
混
沌
）。

　

現
代
に
い
た
り
、令
和
に
入
っ
た
二
〇
一
九（
令
和
元
）年
に
改
版
し
た
松
村
明
・
三
省
堂
編

修
所
編『
大
辞
林 

第
四
版
』（
三
省
堂
）を
見
る
。

こ
ん 

と
ん　
【
混
沌
・
渾
沌
】　

①
天
地
創
造
の
神
話
で
、天
と
地
が
ま
だ
分
か
れ
ず
、ま
じ

り
合
っ
て
い
る
状
態
。
カ
オ
ス
。「
―
―
た
る
宇
宙
／
社
会
百
面
相 

魯
庵
」　

②
入
り
ま

じ
っ
て
区
別
が
つ
か
ず
、は
っ
き
り
し
な
い
さ
ま
。「
勝
敗
の
行
方
は
―
―
と
し
て
い
る
」

「
敗
戦
直
後
は
す
べ
て
が
―
―
の
中
に
あ
っ
た
」

　

こ
の
よ
う
に
、明
治
か
ら
令
和
に
い
た
る
ま
で
語
意
は
基
本
的
に
変
化
し
て
い
な
い（
た
だ

し
、『
言
海
』は
一
つ
の
語
意
の
記
述
に
と
ど
ま
る
）。
と
は
い
え
、現
在
で
は
二
つ
の
語
意
の

内
、後
者
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
大
半
で
、前
者
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
前
者
の
意
味
、す
な
わ
ち
本
来
の
語
意
に
目
を
向
け
る

必
要
が
あ
る
。
辞
書
の
説
明
に
見
る「
天
地
開か

い

闢び
ゃ
く

」（
天
地
の
始
ま
り
、世
界
の
始
ま
り
）、「
天

地
創
造
の
神
話
」は
、世
界
の
諸
民
族
に
存
在
し
、日
本
で
は『
古
事
記
』や『
日
本
書
紀
』な
ど

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
こ
ん
と
ん
」は
そ
の『
日
本
書
紀
』に
登
場
す
る
。
七
二
〇（
養
老

四
）年
に
成
立
し
た
わ
が
国
初
の
勅
撰
の
歴
史
書
で
あ
る『
日
本
書
紀
』は
、神
代
か
ら
持
統
天

皇
ま
で
の
代
を
三
十
巻
に
わ
た
り
漢
文
で
編
年
体
に
記
す
。「
こ
ん
と
ん
」の
語
は
、「
巻
第
一 

神
代
上
」の
冒
頭
に
用
い
ら
れ
る
。
以
下
に
、該
当
す
る
原
文
、訓
読
文
、注
解
の
順
に
示
す
。

古
天
地
未
レ
剖
、陰
陽
不
レ
分
、渾・

沌・

如
二
雞
子
一
、溟
涬
而
含
レ
牙
。及
二
其
淸
陽
者
、薄
靡
而
爲
レ

天
、重
濁
者
、淹
滯
而
爲
地
、精
妙
之
合
摶
易
、重
濁
之
凝
竭
難
。
故
天
先
成
而
地
後
定
。

然
後
、神
垩
生
二
其
中
一
焉
。

　

古い
に
し
へ

に
天あ

め

地つ
ち

未い
ま

だ
剖わ

か

れ
ず
、陰め

陽を

分わ
か

れ
ざ
り
し
と
き
、渾ま

ろ
か沌
れ
た
る
こ
と
鶏と

り
の
こ子
の
如ご

と

く
し

て
、溟ほ

の
か涬
に
し
て
牙き

ざ
し

を
含ふ

ふ

め
り
。
其そ

れ
清す

み

陽あ
き
ら
か

な
る
も
の
は
、薄た

な
び靡
き
て
天あ

め

と
為な

り
、重お

も
く

濁に
ご

れ

る
も
の
は
、淹つ

滞つ

ゐ
て
地つ

ち

と
為な

る
に
及お

よ

び
て
、精

く
は
し
く

妙た
へ

な
る
が
合あ

へ
る
は
摶む

ら
が

り
易や

す

く
、重お

も
く

濁に
ご

れ

る
が
凝こ

り
た
る
は
竭か

た
ま

り
難が

た

し
。
故か

れ

、天
先ま

づ
成な

り
て
地
後の

ち

に
定さ

だ
ま

る
。
然し

か
う

し
て
後
に
、神か

聖み

、

其
の
中な

か

に
生あ

れ
ま
す
。

　

昔
、天
地
も
未
だ
分
れ
ず
、陰
陽
の
対
立
も
未
だ
生
じ
な
か
っ
た
と
き
、渾
沌
と
し
て
形

定
ま
ら
ず
、ほ
の
暗
い
中
に
、ま
ず
、も
の
の
き
ざ
し
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
清
く
明
る
い
も
の

は
高
く
揚
っ
て
天
と
な
り
、重
く
濁
っ
た
も
の
は
凝
っ
て
地
と
な
っ
た
。
し
か
し
、清
く
こ

ま
か
な
も
の
は
集
り
易
く
、重
く
濁
っ
た
も
の
は
容
易
に
固
ま
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
天
が

先
ず
出
来
上
っ
て
、後
れ
て
大
地
が
定
ま
り
、そ
の
後
に
至
っ
て
神
が
そ
の
中
に
誕
生
し
た

と
伝
え
て
い
る（
註
９
、傍
点
は
引
用
者
）。

萬
と
禅
の
関
わ
り

　

一
九
〇
三（
明
治
三
十
六
）年
に
土
沢
か
ら
上
京
し
た
萬
鐵
五
郎
は
、従
兄
弟
の
萬よ

ろ
ず

昌し
ょ
う

一い
ち

郎ろ
う

（
一
八
八
七
―
一
九
三
四
）と
と
も
に
神
田
中
学
校
と
郁
文
館
を
経
て
同
年
中
に
早
稲
田
中
学

校
に
編
入
学
し
た
。
そ
し
て
、翌
年
か
ら
昌
一
郎
と
臨
済
宗
円
覚
寺
派
の
釈し

ゃ
く

宗そ
う

活か
つ（

俗
名
入
澤

譲
四
郎
、一
八
七
一
―
一
九
五
四
）禅
師
の
禅
道
場「
両り

ょ
う

忘ぼ
う

庵あ
ん

」に
通
い
始
め
る
。
そ
れ
は
、昌

一
郎
の
母
・
萬
タ
ダ（
一
八
六
四
―
一
九
三
四
）の
勧
め
に
よ
る
も
の
だ
っ
た［
図
６
］。
鐵
五
郎

の
伯
母
で
あ
る
タ
ダ
は
、幼
く
し
て
母
親
を
失
っ
た
鐵
五
郎
ら
兄
弟
を
引
き
取
り
昌
一
郎
と

と
も
に
育
て
た
人
物
だ
。

　

一
九
〇
六（
明
治
三
十
九
）年
三
月
に
鐵
五
郎
は
早
稲
田
中
学
校
を
卒
業
す
る
が
、当
時
、釈

宗
活
は
ア
メ
リ
カ
で
の
布
教
を
計
画
し
、両
忘
庵
の
門
人
も
渡
米
す
る
こ
と
に
な
る［
図
７
］。
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鐵
五
郎
と
昌
一
郎
は
そ
の
一
行
に
参
加
し
、カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
バ
ー
ク
レ
ー
の
ア
メ
リ
カ

人
家
庭
に
ボ
ー
イ
と
し
て
住
み
込
む
。
そ
の
後
、鐵
五
郎
は
東
部
の
美
術
学
校
へ
の
進
学
を

計
画
す
る
が
実
現
せ
ず
、同
年
十
一
月
に
は
昌
一
郎
を
残
し
帰
国
の
途
に
着
い
た
。
帰
国
後

の
彼
は
、東
京
美
術
学
校
へ
の
進
学
を
め
ざ
し
、翌
月
に
は
白
馬
会
第
二
洋
画
研
究
所
に
通
い

始
め
、翌
一
九
〇
七（
明
治
四
十
）年
四
月
に
は
東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
予
備
科
へ
の
入
学

を
果
た
す
。

　

両
忘
庵
の
釈
宗
活
禅
師
は
、も
と
臨
済
宗
円
覚
寺
派
の
大
本
山
で
あ
る
円
覚
寺
で
、今い

ま

北き
た

洪こ
う

川せ
ん（

幼
名
真
三
郎
、一
八
一
六
―
一
八
九
二
）、次
い
で
釈し

ゃ
く

宗そ
う

演え
ん（

俗
名
一
瀬
常
次
郎
、一
八
六
〇

―
一
九
一
九
）に
参
禅
し
た
。
そ
し
て
、宗
演
に
一
か
寺
の
住
職
に
な
ら
な
い
と
い
う
希
望
を

認
め
て
も
ら
い
出
家
し
、宗
演
の
法は

っ
す嗣（
嗣
法
の
弟
子
）、さ
ら
に
養
子
と
な
り
釈
宗
活
に
名
を

改
め
た
。
宗
演
は
、洪
川
が
創
始
し
た
後
に
中
断
さ
れ
て
い
た
居こ

士じ（
在
俗
の
ま
ま
仏
教
の
修

行
を
つ
づ
け
る
者
）の
坐
禅
修
行
会「
両
忘
会
」の
再
興
を
宗
活
に
命
じ
、「
両
忘
庵
」と
い
う
庵

号
を
与
え
る
。
宗
活
は
、一
九
〇
一
年（
明
治
三
十
四
）に
東
京
の
日
暮
里
に
両
忘
庵
を
構
え

て
再
興
し（
そ
の
後
、谷
中
に
移
転
）、さ
ら
に
地
方
を
布
教
し
岩
手
、福
島
、山
形
、茨
城
な
ど

に
も
両
忘
会
を
設
立
し
た
。

　

さ
て
、釈
宗
活
が
ま
だ
円
覚
寺
で
塔た

っ
ち
ゅ
う頭

の
帰
源
院
を
預
か
っ
て
い
た
頃
、彼
を
訪
ね
た
人
物

の
一
人
に
夏な

つ

目め

漱そ
う

石せ
き（

本
名
金
之
助
、一
八
六
七
―
一
九
一
六
）が
い
る
。
漱
石
は
、一
八
九
四

（
明
治
二
十
七
）年
の
暮
れ
か
ら
翌
年
初
め
の
約
二
週
間
、円
覚
寺
で
禅
を
学
び
、管
長
の
釈
宗

演
に
参
禅
し
て
い
る
が
、こ
の
時
の
体
験
が
小
説『
門
』な
ど
の
著
作
に
描
か
れ
て
い
る
と
さ

れ
る
。『
門
』の
中
で
は
、主
人
公
の
宗そ

う

助す
け

は
一い

っ

窓そ
う

庵あ
ん（

帰
源
院
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
）に
寄
寓

し
、禅
僧
の
釈し

ゃ
く

宜ぎ

道ど
う

に
食
事
な
ど
の
世
話
に
な
る
が
、こ
の
宜
道
の
モ
デ
ル
が
釈
宗
活
だ
と
さ

れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、萬
が
両
忘
庵
に
通
っ
て
い
た
同
時
期
に
、後
の
女
性
運
動
家
平
塚
ら
い
て
う

（
本
名
明
、一
八
八
六
―
一
九
七
一
）も
ま
た
こ
の
禅
道
場
に
出
入
り
し
て
い
た
。
ら
い
て
ふ

の
自
伝
に
よ
れ
ば
、日
本
女
子
大
学
校（
現
日
本
女
子
大
学
）三
年
の
初
夏
頃
に
友
人
の
案
内

で
通
う
こ
と
に
な
っ
た（
註
10
）と
あ
り
、そ
れ
は
一
九
〇
五（
明
治
三
十
八
）年
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
が
、自
伝
に
お
け
る
他
の
記
述
と
の
時
間
的
な
相
違
も
あ
り
注
意
を
要
す
る
。
事
実
、自

伝
や
そ
の
他
の
年
譜
で
は
、そ
れ
は
女
子
大
を
卒
業
し
た
一
九
〇
六（
明
治
三
十
九
）年
と
さ

れ
る（
註
11
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、ら
い
て
ふ
の
参
禅
は
布
教
に
よ
り
禅
師
が
渡
米
す
る
ま
で
つ

づ
い
た
こ
と
か
ら
、短
期
間
と
は
い
え
萬
と
は
参
禅
し
た
時
期
に
重
な
り
が
あ
る
こ
と
に
は

違
い
な
い
。

　

で
は
、萬
本
人
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
、彼
は
自
身
の
禅
体
験
に
つ
い
て
何

も
語
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、本
論
で
は
漱
石
や
ら
い
て
う
ら
臨
済
宗
の
禅
を
通
し
て
つ

な
が
る
他
者
の
言
葉
を
入
口
に
、萬
の
禅
体
験
を
想
像
し
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
の
か
を
考
え
た
い
。

　
　『
宗
門
無
尽
灯
論
』の
提
唱

　

両
忘
庵
で
の
修
行
は
、平
塚
ら
い
て
う
の
自
伝
か
ら
そ
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

両
忘
庵
で
は
毎
月
一
回
、一
週
間
の
接せ

っ

心し
ん

と
い
う
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。
接
心
の
と
き

は
修
行
者
が
道
場
で
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
坐
禅
し
、一
日
何
回
か
参
禅
も
受
け
ら
れ
、ま
た

そ
の
間
に
老
師
の
提
唱
も
き
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
提
唱
と
い
う
の
は
、禅
宗
の
有
名
な

語
録
類
の
講
義
で
す
。
最
初
に
き
い
た「
宗し

ゅ
う

門も
ん

無む

盡じ
ん

燈と
う

論ろ
ん

」や「
大だ

い

慧け
い

禅ぜ
ん

師し

書し
ょ

」の
提
唱
は
、お

そ
ら
く
ま
だ
無
我
夢
中
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、そ
の
内
容
に
つ

い
て
な
に
も
記
憶
が
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど（
後
略
）（
註
12
）

　

ら
い
て
う
が
釈
宗
活
老
師（
禅
堂
に
お
け
る
指
導
僧
で
あ
る
師し

家け

に
対
す
る
敬
称
）の
提
唱

と
し
て
最
初
に
き
い
た『
宗
門
無
尽
灯
論
』は
、夏
目
漱
石
の『
門
』に
も
登
場
す
る
。

図7　 両忘庵の布教団。1906（明治39）年。前列左から鐵五郎、昌一郎。
後列中央の帽子姿の男性が釈宗活、右端が佐々木指月。

図6　 両忘庵の人々。手前で横になるのが鐵五郎、その後ろが昌一郎。
剃髪の男性が釈宗活。右から３人目、椅子に座るのがタダ。
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や
が
て
提
唱
が
始は
じ

ま
つ
た
。
宜
道
は
懐ふ

と
こ
ろ

か
ら
例
の
書
物
を
出だ

し
て
頁ペ

ー
ジ

を
半な

か

ば
擦ず

ら
し
て

宗
助
の
前
へ
置
い
た
。
そ
れ
は
宗し

ゅ
う

門も
ん

無む

尽じ
ん

燈と
う

論ろ
ん

と
云
ふ
書
物
で
あ
つ
た
。
始
め
て
聞き

き
に
出で

た
時
、宜
道
は
、

　
「
難

（
あ
り
が
た
）有
い
結
構
な
本ほ

ん

で
す
」と
宗
助
に
教
へ
て
呉
れ
た
。
白は

く

隠い
ん

和
尚
の
弟で

子し

の
東と

う

嶺れ
い

和
尚

と
か
い
ふ
人
の
編
輯
し
た
も
の
で
、重お

も

に
禅
を
修
行
す
る
も
の
が
、浅
い
所
か
ら
深
い
所
へ

進
ん
で
行
く
径
路
や
ら
、そ
れ
に
伴と

も

な
ふ
心
境
の
変
化
や
ら
を
秩
序
立だ

て
ゝ
書
い
た
も
の

ら
し
か
つ
た（
註
13
）。

　

こ
の
よ
う
に
、宗
助
が
老
師（
釈
宗
演
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
）の
提
唱
と
し
て
最
初
に
き
い

た
の
が
、ら
い
て
う
と
同
様『
宗
門
無
尽
灯
論
』で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、『
門
』の
記
述
に
も
あ
る

よ
う
に
、日
本
の
臨
済
宗
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
白は

く

隠い
ん

慧え

鶴か
く（

一
六
八
五
―
一
七
六
八
）の
門
下

東と
う

嶺れ
い

円え
ん

慈じ（
一
七
二
一
―
一
七
九
二
）が
著
し（
刊
行
は
一
八
〇
〇（
寛
政
十
二
）年
）、白
隠
禅

を
実
践
す
る
手
引
書
と
し
て
重
視
さ
れ
、ま
た
漱
石
の
蔵
書
に
も
含
ま
れ
る（
註
14
）。
同
書
は
、

上
下
二
巻
か
ら
成
り
、十
段
に
分
け
て
教
え
を
説
く
が
、本
論
で
問
題
と
す
る「
こ
ん
と
ん
」は

「
流る

通づ
う 

第
十
」に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、該
当
す
る
二
箇
所
の
原
文
を
あ
げ
る
。

Ⅰ  

故
ニ
神
ミ
人
ト
守
リ二
混
沌
ノ
之
始
ヲ一
、屏カ

ク
セ

二
佛
法
ノ
之
息
一キ
ヲ（
註
15
）

Ⅱ   

又
曰
ク
、神
衜
ハ
則
チ
出
テ二
混
沌
ノ
之
堺サ

カ
イ
ヲ一
、歸
ス二
混
沌
ノ
之
始
ニ一
、三
寶
ハ
則
チ
破
リ二
有
無
ノ
之
見
ヲ一
、

佛サ
ト
ル

二

實
相
ノ

之
地
ヲ一
、此
ハ

是
神
明
最
上
ノ

極
旨
也
、今
マ

指
テ二

天
地
未
生
、一
念
不
生
ヲ一
、以
テ

為
ス二
混
沌
ト一
、然
ル
ニ
言
ハ下
出
テ二
、混
沌
ノ
之
堺
ヲ一
而
、歸
中ル
ト
混
沌
ノ
之
始
ニ上
者
、將
タ
何
ノ
衜
理
ソ
、今

時
住
往
、至
ル二
一
念
不
生
ノ
處
ニ一
者
ハ
、實
ニ
以
テ
難
シレ
得
、豈
ニ
有
下ン
ヤ
歸
二ス
ル
混
沌
ノ
之
始
ニ一
底
上
哉

（
註
16
）

　

こ
れ
ら
に
対
す
る
釈
宗
活
の
提
唱
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、提
唱
録
な
ど
は
知
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、直
接
な
い
し
間
接
的
に
つ
な
が
る
人
物
た
ち
に
よ
る
二
つ
の
注
釈
書
を

も
と
に
探
り
た
い
。

　

ま
ず
は
、両
忘
庵
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
大
峡
竹
堂
訓
・
中
村
唯
岳
註『
訓
註 

宗
門
無
盡
燈

論
』（
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ク
ス
、一
九
八
三
年
）を
見
る
。
大
峡
竹
堂
は
釈
宗
活
の
門
下
、中
村
唯
岳

は
大
峡
竹
堂
の
門
下
に
あ
た
る
。
同
書
の
前
書
き
に
は
、大
木
琢
堂
は
両
忘
禅
協
会
の
秘
本

『
宗
門
無
盡
燈
論
』の
書
入
れ
の
披
見
を
許
さ
れ
た（
一
頁
）と
あ
る
こ
と
か
ら
、釈
宗
活
が
用

い
た
講
本
の
内
容
を
部
分
的
に
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
両
忘
庵
に
つ
い
て
補
足

す
れ
ば
、一
九
二
五（
大
正
十
四
）年
に
は
財
団
法
人
両
忘
協
会
に
改
組
し
た
後
、両
忘
禅
協
会

と
改
称
す
る
が
、一
九
四
七（
昭
和
二
十
二
）年
に
は
協
会
を
解
散
。
釈
宗
活
は
一
九
五
四（
昭

和
二
十
九
）年
に
遷
化
す
る
が
、そ
の
翌
年
、釈
宗
活
を
開
祖
総
裁
第
一
世
に
、大
木
琢
堂
を
総

裁
第
二
世
と
し
て
宗
教
法
人
両
忘
禅
協
会
を
再
興
し
た
。
で
は
、『
訓
註 

宗
門
無
盡
燈
論
』か

ら
該
当
す
る
二
箇
所
の
訓
註
を
示
す
。

Ⅰ　
【
訓
】　 

故
に
神カ

ミ

人ヒ
ト

混
沌
の
始
め
を
守
り
、佛
法
の
息イ

キ

を
屏カ

ク

せ（
一
二
〇
頁
）。

　
　
【
註
】　
「
混
沌
の
始
め
」
天
地
未
分
の
大
昔
、神
人
一
体
の
混
然
融
合
の
大
昔
。

　
　
　
　
　

 「
佛
法
の
息
を
屏カ

ク

す
」
仏
法
な
ど
と
い
う
気
配
す
ら
も
な
い
こ
と（
一
四
一

頁
）。

Ⅱ　
【
訓
】 　

 

又
曰
く
、『
神
道
は
則
ち
混
沌
の
境
を
出
て
、混
沌
の
始
め
に
帰
す
。
三
寶
は

則
ち
有
無
の
見
を
破
り
、實
相
の
地
を
佛サ

ト

る
』と
。
此
は
是
れ
神
明
最
上
の

極
旨
な
り
。
今
天
地
未
生
、一
念
不
生
を
指
し
以
て
混
沌
と
為
す
。
然
る
に

混
沌
の
境
を
出
て
混
沌
の
始
め
に
帰
る
と
言
ふ
は
将
た
何
の
道
理
ぞ
。
今

時
往
往
一
念
不
生
の
處
に
至
る
者
す
ら
實
に
以
て
得
難
し
。
豈
混
沌
の
始

め
に
帰
す
る
底
有
ら
ん
や（
一
二
一
頁
）。

　
　
【
註
】　
「
三
宝
」
仏
法
僧
或
は
体
相
用
を
三
宝
と
い
う
。

　
　
　
　
　
「
極
旨
」
最
極
旨
尊
の
本
旨
。

　
　
　
　
　
「
一
念
不
生
の
処
」
天
地
未
分
混
沌
の
根
元（
一
四
一
頁
）。

　

さ
ら
に
、同
書
の
前
書
き
に
は
、講
述
は
釈
大
眉『
宗
門
之
無
盡
燈
』と
金
森
文
竜『
宗
門
無

盡
燈
論
講
述
』を
参
考
に
し
た
と
あ
る
が
、金
森
本
に
は「
流
通 

第
十
」ほ
か
の
記
述
が
含
ま

れ
な
い
と
記
す（
一
頁
）。

　

次
に
、そ
の
講
述
を
参
考
に
し
た
と
さ
れ
る
釋
大
眉『
宗
門
之
無
盡
燈［
提
唱
録
］』（
禅
道
会

本
部
、一
九
五
一
年［
至
言
社
よ
り
一
九
七
七
年
覆
刻
］）を
見
る
。
釈し

ゃ
く

大だ
い

眉び（
俗
名
柰
園
敬
俊
、

一
八
八
二
―
一
九
六
四
）は
、釈
宗
活
と
同
じ
く
釈
宗
演
の
法
嗣
の
一
人
と
し
て
、富
山
県
高

岡
市
に
位
置
す
る
臨
済
宗
国こ

く

泰た
い

寺じ

派
の
大
本
山
国
泰
寺
の
管
長
を
務
め
た
禅
僧
で
あ
る
。
以

下
に
、該
当
箇
所
の
講
述
を
示
す
。

　

Ⅰ　

 

次
に
混
沌
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
之
は
古
い
と
こ
ろ
で
は
莊
子
や
易
經
な
ど
に
見
え

る
が
、我
國
で
は
奈
良
朝
の
初
期
に
出
來
た
日
本
書
紀
に
此
文
字
が
用
い
ら
れ
て
あ
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る
、混
沌
の
始
と
は
天
地
未
分
の
時
を
云
う
、之
を
個
人
の
上
で
云
へ
ば
一
念
不
生
の

處
で
あ
る
。
神
も
人
も
此
境
を
守
る
の
が
神
衜
の
根
源
と
す
る
所
で
あ
る
か
ら
、佛
法

の
息
を
屏
く
せ
と
あ
る
。
屏
は
蔵
し
て
用
ひ
ざ
る
義
と
云
は
れ
て
あ
る
か
ら
、此
時
代

に
あ
つ
て
は
佛
法
を
必
要
と
し
な
い
と
云
う（
四
六
六
頁
）

　

Ⅱ　

 

前
に
つ
づ
い
て
寶
基
本
紀
の
言
を
引
い
た
。
神
衜
は
則
ち
混
沌
の
堺
を
出
で
ゝ
混
沌

の
始
め
に
歸
す
、こ
の
句
に
つ
き
本
紀
抄
に
は
斯
う
云
ふ
て
あ
る
。「
混
沌
は
天
地
未

分
の
時
を
云
う
、堺
は
天
地
分
れ
た
る
時
を
云
う
、神
衜
は
天
地
分
れ
て
よ
り
出
で
來

つ
て
、未
見
未
聞
未
言
の
時
に
歸
り
、敬つ

ゝ
し
み

守ま
も
る

也
則
正
直
也
云
々
」と
。（
中
略
）さ
て
又

寶
基
本
紀
の
次
の
句
に
、三
寶
は
則
ち
有
無
の
見
を
破
り
、實
相
の
地
を
佛さ

と

る
、と
あ

る
が
、こ
ゝ
に
三
寶
と
あ
る
は
卽
ち
佛
法
の
意
で
あ
る
、有
無
の
二
見
を
離
れ
た
境
地

が
眞
實
相
の
佛
境
界
卽
ち
妙
覺
の
境
で
あ
る
、と
い
う
。
東
嶺
禪
師
は
之
に
對
し
て

此
は
是
れ
神
明
最
上
の
極
旨
な
り
と
云
は
れ
、更
に
其
説
を
述
べ
ら
れ
た
。
今
こ
の

寶
基
本
紀
に
混
沌
と
云
う
て
あ
る
の
は
、卽
ち
天
地
未
生
一
念
不
生
を
指
し
て
お
る
、

然
る
に
こ
ゝ
に
混
沌
の
堺
を
出
で
ゝ
混
沌
の
始
に
歸
る
と
云
う
て
あ
る
の
は
如
何
な

る
衜
理
な
の
か
、こ
の
邊
の
と
こ
ろ
は
大
方
は
一
寸
手
に
入
る
ま
い
と
て
、今
時
往
々

一
念
不
生
の
處
に
至
る
者
は
實
に
以
て
得
難
い
、豈
混
沌
の
始
に
歸
す
る
底
の
者
が

あ
ろ
う
か
、な
か
〳
〵
容
易
で
は
あ
る
ま
い（
四
六
九
―
四
七
〇
頁
）。

　
「
寶
基
本
紀
」と
は
、伊
勢
神
道
で
根
本
経
典
と
さ
れ
る
五
部
の
書「
神
道
五
部
書
」の
一
つ
、

『
造ぞ

う

伊い

勢せ

二に

所し
ょ

太だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

宝ほ
う

基き

本ほ
ん

紀ぎ

』を
指
す
。「
神
道
五
部
書
」は
、伊
勢
の
内
外
宮
の
起
源
由
来

を
、天
地
開
闢
の
神
々
か
ら
説
き
起
こ
す
。
釈
大
眉
は
、こ
の
提
唱
に
あ
た
り
人
を
介
し
て「
寶

基
本
紀
抄
」と「
寶
基
本
紀
諺
註（
寫
本
）」を
借
覧
し
研
究
に
役
立
て
た
と
い
う（
四
六
三
頁
）。

な
お
文
中
の「
本
紀
抄
」は
、こ
の「
寶
基
本
紀
抄
」を
指
し
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
推
測
す
る
に
、両
忘
庵
に
お
い
て
萬
鐵
五
郎
も
ま
た
平
塚
ら
い
て
う
と
同
様
、釈

宗
活
に
よ
る『
宗
門
無
尽
灯
論
』の
提
唱
を
き
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
混
沌
」が「
天
地
未

生
」を
意
味
す
る
言
葉
だ
と
知
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

公
案「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」

　
『
門
』の
中
で
、宗
助
が
宜
道
の
案
内
で
老
師
に
相し

ょ
う

見け
ん（
師
家
と
の
面
接
）し
た
際
に
、老
師
が

発
し
た
の
が
次
の
言
葉
で
あ
る
。

　
「
ま
あ
何な

に

か
ら
入は

い

つ
て
も
同
じ
で
あ
る
が
」と
老
師
は
宗
助
に
向む

か

つ
て
云
つ
た
。「
父ふ

母ぼ

未み

生せ
う

以
前
本
来
の
面
目
は
何
だ
か
、そ
れ
を
一
つ
考
へ
て
見
た
ら
善よ

か
ら
う
」　

　

宗
助
に
は
父
母
未み

生せ
う

以
前
と
い
ふ
意
味
が
よ
く
分わ

か

ら
な
か
つ
た
が
、何な

に

し
ろ
自
分
と
云

ふ
も
の
は
必
竟
何
物
だ
か
、其
本
体
を
捕つ

か

ま
へ
て
見
ろ
と
云
ふ
意
味
だ
ら
う
と
判
断
し
た

（
註
17
）。

　

宗
助
は
、あ
て
が
わ
れ
た
部
屋
に
戻
り
、こ
の
公こ
う

案あ
ん（
師
家
か
ら
参
禅
者
に
与
え
ら
れ
る
問

題
）に
取
り
組
む
が
、や
が
て
深
い
眠
り
に
落
ち
て
し
ま
う
。
翌
朝
も「
父ふ

母ぼ

未み

生せ
う

以
前
と
云
ふ

希け

有う

な
問
題
」に
向
き
合
う
が
、「
い
く
ら
考
へ
て
も
何ど

こ処
か
ら
も
手
を
出だ

す
事こ

と

は
出
来き

」ず
、

時
は
無
駄
に
過
ぎ
て
や
が
て
夜
を
迎
え
る
。
つ
い
に
、老
師
の
面
前
に
気
力
な
く
坐
っ
た
宗
助

が
口
に
し
た
言
葉
は
た
だ
の
一
句
で
尽
き
る
。
老
師
は
、「
も
つ
と
、ぎ
ろ
り
と
し
た
所と

こ
ろ

を
持も

つ

て
来こ

な
け
れ
ば
駄
目
だ
」、「
其
位
な
事こ

と

は
少
し
学
問
を
し
た
も
の
な
ら
誰だ

れ

で
も
云
へ
る
」と
返

し
、宗
助
は「
喪（

そ
う
か
）家の

犬
の
如
く
」退
く
他
な
か
っ
た（
註
18
）。

　

と
こ
ろ
で
、漱
石
は『
門
』に
先
立
ち
、「
昔
し
鎌
倉
の
宗そ

う

演え
ん

和
尚
に
参
し
て
父ふ

母ぼ

未み

生し
ゃ
う

以
前

本
来
の
面め

ん

目ぼ
く

は
な
ん
だ
と
聞
か
れ
て
ぐ
わ
ん
と
参
つ
た
ぎ
り
ま
だ
本
来
の
面
目
に
御
目
に
懸

つ
た
事
の
な
い
門
外
漢
で
あ
る
。」（
註
19
）と
自
身
の
体
験
と
し
て
こ
の
公
案
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
さ
ら
に
、最
初
の
長
編
小
説『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』に
お
い
て
、「
僕
な
ど
は
終
始
一
貫

父〔
ふ

母ぼ

未み

生し
ょ
う

以い

前ぜ
ん
〕か

ら
只
今
に
至
る
迄
か
つ
て
自
説
を
変
じ
た
事
の
な
い
男
だ
」（
註
20
）な
ど
と

言
葉
を
用
い
て
お
り
、こ
の
公
案
は
生
涯
に
わ
た
り
漱
石
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る（
註
21
）。

　

ま
た
、こ
れ
は
平
塚
ら
い
て
う
が
両
忘
庵
で
釈
宗
活
老
師
か
ら
最
初
に
与
え
ら
れ
た
公
案

で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
日
わ
た
く
し
は
、相
見
に
つ
づ
い
て
参
禅
を
ゆ
る
さ
れ
、初
め
て
最
初
の
公
案
―
―

「
父
母
未
生
以
前
の
自
己
本
来
の
面
目
」を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
老
師
か
ら
は
公
案
に
つ
い

て
の
説
明
ら
し
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
日じ

つ

月げ
つ

星せ
い

辰し
ん

も
な
く
、自
分
は
も
と
よ
り

父
母
も
生
ま
れ
な
い
前
の
自
己
本
来
の
面
目
、さ
あ
、向
こ
う
へ
行
っ
て
、坐
り
方
を
教

わ
っ
て
、し
っ
か
り
坐
っ
て
よ
く
見
て
こ
い
、と
言
わ
れ
て
、馬ば

鈴れ
い

の
よ
う
な
小
さ
な
鈴
を

チ
リ
、チ
リ
と
鳴
ら
さ
れ
た
だ
け
で
す
か
ら
、な
ん
の
こ
と
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、引

き
退
る
ほ
か
な
い
の
で
し
た
。（
中
略
）し
か
し
、そ
の
日
か
ら
わ
た
く
し
に
と
っ
て
、坐
禅

と
い
う
、自
己
探
求
の
果
て
し
の
な
い
、き
び
し
い
旅
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
運
命

の
日
と
で
も
い
う
べ
き
で
し
ょ
う（
註
22
）。
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ら
い
て
う
は
、そ
れ
か
ら
両
忘
庵
に
熱
心
に
通
う
こ
と
に
な
る
が
、こ
の
公
案
は
い
く
た
び

参
禅
を
重
ね
て
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、そ
の
時
の
体
験
を
つ
づ
っ
て
い
る
。

　

あ
る
日
、こ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
夜
通
し
自
分
の
部
屋
で
坐
り
つ
づ
け
て
、窓
の

白
む
の
を
待
っ
て
、日
暮
里
へ
出
か
け
ま
し
た
が
、い
よ
い
よ
参
禅
の
番
に
な
る
と
ど
う
し

て
も
そ
の
気
に
な
れ
ず
、そ
の
ま
ま
帰
ろ
う
と
す
る
と
、や
は
り
朝
の
参
禅
に
見
え
て
い

た
、切
髪
の
小
柄
な
老
婦
人
か
ら
引
き
と
め
ら
れ
ま
し
た
。「
参
禅
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」

と
、つ
よ
く
い
わ
れ
る
の
で
、わ
た
く
し
は
、「
で
も
、老
師
の
前
に
出
て
も
、も
う
言
う
こ
と

も
す
る
こ
と
も
な
い
ん
で
す
も
の
、今
日
は
帰
り
ま
す
」と
い
う
と（
後
略
）（
註
23
）

　

ら
い
て
う
の
自
伝
で
は
、つ
づ
け
て
朝
の
参
禅
で
時
々
出
会
う
人
物
の
一
人
と
し
て
佐さ

さ々

木き

指し

月げ
つ（
幼
名
栄
多
、一
八
八
二
―
一
九
四
四
）を
あ
げ
て
い
る（
註
24
）。
東
京
美
術
学
校
彫
刻

科
選
科
を
卒
業
し
た
佐
々
木
は
、萬
鐵
五
郎
と
同
様
一
九
〇
六
年（
明
治
三
十
九
）に
釈
宗
活

と
と
も
に
渡
米
し
た
門
人
の
一
人
で
あ
り
、そ
の
後
、布
教
に
失
敗
し
た
師
宗
活
が
帰
国
し
た

後
も
同
国
に
と
ど
ま
り
、修
行
に
よ
る
帰
国
を
は
さ
み
な
が
ら
も
北
米
で
の
布
教
に
生
涯
を

捧
げ
た
。
こ
の
佐
々
木
を
両
忘
庵
に
紹
介
し
た
の
が
、後
の
歌
人
に
し
て
国
文
学
者
の
窪く

ぼ

田た

空う
つ

穂ぼ（
本
名
通
治
、一
八
七
七
―
一
九
六
七
）で
、彼
が
佐
々
木
を
回
顧
し
た
文
章
に
も
、こ
の

公
案
が
登
場
す
る
。

　

臨
済
宗
で
は
、入
門
し
た
者
は
、そ
れ
と
同
時
に
、老
師（
師
家
の
敬
称
）か
ら
一
則
の
公

案
を
授
け
ら
れ
る
。（
中
略
）そ
れ
を
授
け
ら
れ
た
門
下
は
、座
禅
を
組
ん
で
精
神
集
中
を

し
、そ
の
内
包
す
る
も
の
を
会
得
し
、体
得
し
て
、そ
の
公
案
と
自
身
と
一
体
に
な
り
う
る

ま
で
工
夫
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
到
り
え
た
程
度
を
試
験
す
る
の
が
老
師
の
職
で
、密
室

の
中
で
、威
儀
を
正
し
て
、老
師
と
門
下
と
面
と
面
と
相
対
し
て
行
う
の
で
あ
る
。
老
師

が
可
し
と
認
め
る
こ
と
を
透と

過お

る
と
呼
ん
で
い
る
が
、一
則
が
透
過
る
の
は
容
易
な
ら
ぬ

難
事
だ
と
い
う
。
こ
の
間
の
消
息
は
秘
密
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、知
る
者
は
老
師

と
門
下
の
み
で
、口
外
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

耳
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、最
初
に
授
け
ら
れ
る
公
案
は
、三
、四
則
の
中
の
一
則

で
、最
も
普
通
な
の
は
、「
爾な

ん
じ

本
来
の
面
目
を
持
っ
て
来
い
」と
い
う
の
で
あ
る
。
深
切
な
老

師
は
そ
れ
に
注
を
添
え
て
授
け
る
。
そ
れ
は「
六ろ

く

祖そ

大
師
こ
れ
に
注
し
て
曰
く『
天
地
未
だ

闢ひ
ら

け
す
、父
母
未
だ
爾
を
生
ま
ざ
る
時
、爾
、本
来
の
面
目
い
か
ん
』面
目
と
は
面つ

ら

魂だ
ま
し
い

で
あ

る
」と
い
う
の
で
あ
る（
註
25
）。

　

こ
の
よ
う
に
、公
案「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」が
、老
師
か
ら
入
門
者
に
最
初
に
授
け

ら
れ
て
い
る
点
で
一
致
す
る
。
窪
田
空
穂
の
耳
聞
で
は
、老
師
は
そ
の
際
に
注
を
添
え
る
と

い
う
。
そ
の
中
で
の「
六
祖
大
師
」と
は
、唐
代
の
僧
で
中
国
禅
宗
の
第
六
祖
と
な
る
慧え

能の
う（
六

三
八
―
七
一
三
）を
指
す
と
と
も
に
、日
本
の
禅
宗
で
用
い
ら
れ
る
主
要
な
公
案
集
の
一
つ
、

中
国
宋
代
の『
無む

門も
ん

関か
ん

』の
第
二
十
三
則「
不
思
善
悪
」に「
本
来
面
目
」の
語
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
で
は
、六
祖
が
明み

ょ
う

上じ
ょ
う

座ざ（
唐
代
の
禅
者
）に
向
け
た
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

以
下
に
原
文
、訓
読
文
、現
代
語
訳
の
順
に
示
す
。

不
思
善
、不
思
惡
、正
與
麼
時
、那
箇
是
明
上
座
本
來
面
目
。

「
不
思
善
、不
思
悪
、正し
ょ
う

与よ

麼も

の
時
、那な

箇こ

か
是
れ
明
上
座
が
本
来
の
面
目
」。

「
善
と
か
悪
と
か
を
離
れ
た
と
き
、一
体
ど
れ
が
あ
な
た
様
の
本
来
の
姿
で
あ
り
ま
す
か
」

（
註
26
）。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、釈
宗
演
は
、『
無
門
關
講
義
』に
お
い
て「
那
箇
が
是
れ
明
上
座
が
本
來
の

面
目
、貴
様
の
生
れ
ん
前
は
ド
ウ
ぢ
や
つ
た
、父
母
未
生
前
の
面つ

ら

目だ
ま
し
い

を
持
ち
來
れ
」と
解
説
し

て
い
る（
註
27
）。
こ
こ
で
、『
無
門
関
』と
の
比
較
で
分
か
る
の
は
、六
祖
の
言
葉「
本
来
面
目
」に

「
父
母
未
生
以
前
」が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
小
川
隆
氏
に
よ
れ
ば
、宗
演
は
、江
戸

時
代
に
編
ま
れ
た
公
案
集『
宗
門
葛
藤
集
』に
依
拠
し
て
引
い
て
い
る
と
い
う（
註
28
）。
ま
こ
と

に
同
書
で
は
、「
不
思
善
不
思
惡
、正
與
麼
時
、那
箇
是
明
上
座
父
母
未
生
已
前

4

4

4

4

4

4

本
來
面
目
。」（
註

29
、傍
点
は
引
用
者
）と
あ
る
。
さ
ら
に
、小
川
氏
は
、宗
演
が
こ
の
公
案
を
多
用
し
て
い
る
と
い
う
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
身
体
は
親
か
ら
貰
っ
た
が
、親
が
未
だ
生
み
附
け
ぬ
先
き
、押
し

広
め
て
言
う
と
、天
地
間
に
塵ち

り

一
本
顕あ

ら
わ

れ
出
ぬ
前
の「
本
来
の
面
目
」如い

か
ん何
。
こ
う
い
う
こ
と

を
六
祖
禅
師
は「
不
思
善
、不
思
悪
、正
に
与
麼
の
時
、如
何
な
る
か
是
れ
汝
が
本
来
の
面

目
」と
示
さ
れ
た（
註
30
）。

さ
て
天て
ん

地ち

未み

分ぶ
ん

の
消し

ょ
う

息そ
く

は
ど
ん
な
も
の
。
天
地
分わ

か

れ
て
後
は
、学
問
の
範
囲
に
属
す
る
。

天
地
未い

ま

だ
分
れ
ざ
る
先
は
ど
う
か
。
我
が
個こ

体た
い

個
体
に
引ひ

き
分わ

け
て
、こ
の
身
体
が
出
来
た

後
は
、心
理
学
な
り
生
理
学
な
り
そ
の
他
の
も
の
で
能よ

く
分
っ
て
居
る
。
ま
だ
オ
ギ
ャ
ア
ー

と
飛
び
出
さ
ぬ
前
は
ど
う
か
。
其そ

こ処
は
言
わ
ば
千せ

ん

古こ

の
疑
問
、人
生
の
大
い
な
る
謎
で
あ
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る
。
そ
れ
を
一
つ
根
本
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
て「
公こ

う

案あ
ん

」と
い
う
も
の
を
設
け
た
の
で
あ

る（
註
31
）。

　

二
例
目
で
は「
本
来
面
目
」と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、趣
旨
は
同
じ
で
あ

る
。
そ
の
宗
演
の
法
嗣
で
あ
る
釈
宗
活
は
、こ
の
公
案
を
平
塚
ら
い
て
う
に
与
え
る
際
に
、「
日

月
星
辰
も
な
く
、自
分
は
も
と
よ
り
父
母
も
生
ま
れ
な
い
前
の
」と
言
葉
を
添
え
て
い
た
。「
日

月
星
辰
」（
太
陽
と
月
と
星
）も
存
在
し
な
い
、「
天
地
未
分
の
消
息
」と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

こ
の
公
案
を
与
え
ら
れ
て「
ぐ
わ
ん
と
参
つ
た
」漱
石
、幾
度
参
禅
を
重
ね
て
も
透
過
せ
ず「
老

師
の
前
に
出
て
も
、も
う
言
う
こ
と
も
す
る
こ
と
も
な
い
ん
で
す
も
の
」と
い
い
そ
の
場
を
去

ろ
う
と
し
た
ら
い
て
う
。
萬
鐵
五
郎
も
ま
た
、最
初
で
あ
っ
た
か
は
断
定
で
き
な
い
が
、初
期

の
段
階
で
こ
の
公
案
が
与
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、彼
ら
と
同
様
苦
悩
し
た
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
公
案「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」に
つ
い
て
、宗
演
は「
天
地
間
に
塵
一
本

顕
れ
出
ぬ
前
」ま
た
は「
天
地
未
分
の
消
息
」な
ど
、つ
づ
く
宗
活
は「
日
月
星
辰
も
な
く
」と
言

葉
を
添
え
て
い
た
が
、そ
れ
は
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た「
混
沌
」と
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、中
国
宋
代
の『
碧へ

き

巌が
ん

録ろ
く

』（『
碧
巌
集
』と
も
。
雪せ

っ

竇ち
ょ
う

重じ
ゅ
う

顕け
ん

が
百
則
の

公
案
を
選
ん
で
頌じ

ゅ

を
付
し
た
も
の
に
、圜え

ん

悟ご

克こ
く

勤ご
ん

が
提
唱
し
た
も
の
）は
、「
宗
門
第
一
の
書
」

と
い
わ
れ
特
に
臨
済
宗
で
尊
重
さ
れ
る
が
、そ
の
第
二
十
一
則「
智
門
蓮
花
荷
葉
」本
則
評
唱

に
お
い
て
、「
混
沌
」と「
父
母
未
生
以
前
」が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
そ
れ
は
裏
づ
け
ら

れ
よ
う
。
以
下
に
、原
文
、訓
読
文
、現
代
語
訳
の
順
に
示
す
。

問
仏
未
出
世
時
如
何
、牛
頭
未
見
四
祖
時
如
何
、斑
石
内
混
沌
未
分
時
如
何
、父
母
未
生
時

如
何
。

問
う
、仏
未
だ
出
世
せ
ざ
る
時
如
何
、牛ご

頭ず

未
だ
四
祖
に
見ま

み

え
ざ
る
時
如
何
、斑
石
の
内
混こ

ん

沌と
ん

未
分
の
時
如
何
、父
母
未
生
の
時
如
何（
註
32
）。

［
仏
が
世
に
出
る
前
は
ど
う
か
、牛ご

頭ず

が
四し

祖そ

に
会
う
前
は
ど
う
か
、ま
だ
ら
の
石
の
中
で

混
沌
が
分
か
れ
る
前
は
ど
う
か
、父
母
が
生
ま
れ
る
前
は
ど
う
か
と
問
う
］（
註
33
）。

　

こ
の
よ
う
に
、老
師
か
ら
参
禅
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
の
公
案
は
、「
父
母
が
生
ま
れ
る
前
」、

さ
ら
に「
天
地
未
だ
分
れ
ざ
る
先
」す
な
わ
ち「
混
沌
」へ
と
意
識
を
遡
ら
せ
、参
禅
者
は
存
在

の
始
源
に
つ
い
て
思
索
を
凝
ら
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
の
だ
。

『
荘
子
』の「
渾
沌
七
竅
に
死
す
」と
萬
の
自
画
像

　

釈
大
眉
に
よ
る『
宗
門
無
尽
灯
論
』の
提
唱
録
に
お
い
て
、「
次
に
混
沌
と
い
う
言
葉
が
あ
る

が
之
は
古
い
と
こ
ろ
で
は
莊
子
や
易
經
な
ど
に
見
え
る
」（
註
34
）と
あ
る
よ
う
に
、「
混
沌
」は

『
荘
子
』に
も
見
ら
れ
る
。
中
国
・
戦
国
時
代
の
道ど

う

家か

を
代
表
す
る
思
想
家
の
荘そ

う

子し（
名
は
周
、

生
没
年
不
詳
）と
そ
の
後
学
に
よ
る
思
想
書
が『
荘
子
』（
曽
子
と
の
混
同
を
避
け
て「
そ
う
じ
」

と
読
む
場
合
が
多
い
）で
あ
る
。
同
書
は
、内
篇
・
外
篇
・
雑
篇
の
三
十
三
篇
で
構
成
さ
れ
、多

く
の
寓
話
を
用
い
て
そ
の
思
想
を
説
き
、後
の
中
国
禅
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

と
さ
れ
る
。
そ
の
内
、荘
子
の
自
著
と
考
え
ら
れ
る
の
が
内
篇
で
、そ
の
最
後
を
飾
る「
応お

う

帝て
い

王お
う

篇 

第
七
」の
末
尾
が
、「
渾
沌
七し

ち

竅き
ょ
う

に
死
す
」と
い
う
話
で
あ
り
、数
多
い『
荘
子
』の
寓
話
の

中
で
も
最
も
有
名
な
も
の
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
以
下
に
、原
文
、訓
読
文
、現
代
語
訳
の
順
に

示
す
。

南
海
之
帝
爲
儵
、北
海
之
帝
爲
忽
、中
央
之
帝
爲
渾
沌
、儵
與
忽
、時
相
與
遇
於
渾
沌
之
地
、

渾
沌
待
之
甚
善
、儵
與
忽
、諜
報
渾
沌
之
德
、曰
、人
皆
有
七
竅
、以
視
聽
食
息
、此
獨
无
有
、

嘗
試
鑿
之
、日
鑿
一
竅
、七
日
而
渾
沌
死
、

　

南
海
の
帝
を
儵し

ゅ
く

と
為な

し
、北
海
の
帝
を
忽こ

つ

と
為
し
、中
央
の
帝
を
渾こ

ん

沌と
ん

と
為
す
。
儵
と
忽

と
、時
に
相あ

い
与と

も

に
渾
沌
の
地
に
遇あ

う
。
渾
沌
こ
れ
を
待
つ
こ
と
甚
だ
善
し
。
儵
と
忽
と
、渾

沌
の
徳
に
報
い
ん
こ
と
を
諜は

か

り
て
曰
わ
く
、人
み
な
七
竅き

ょ
う

あ
り
て
、以
て
視し

聴ち
ょ
う

食
息
す
、此

れ
独ひ

と

り
有
る
こ
と
な
し
。
嘗こ

こ
ろ
み試
に
こ
れ
を
鑿う

が

た
ん
と
。
日
に
一
竅き

ょ
う

を
鑿う

が

て
る
に
、七
日
に
し

て
渾
沌
死
せ
り
。

　

南
海
の
帝
を
儵し

ゅ
く

と
い
い
、北
海
の
帝
を
忽こ

つ

と
い
い
、中
央
の
帝
を
渾こ

ん

沌と
ん

と
い
っ
た
。
儵
と

忽
と
は
と
き
ど
き
渾
沌
の
土
地
で
出
あ
っ
た
が
、渾
沌
は
と
て
も
手
厚
く
彼
ら
を
も
て
な

し
た
。
儵
と
忽
と
は
そ
の
渾
沌
の
恩
に
報
い
よ
う
と
相
談
し
、「
人
間
に
は
だ
れ
に
も［
目

と
耳
と
鼻
と
口
と
の
］七
つ
の
穴
が
あ
っ
て
、そ
れ
で
見
た
り
聞
い
た
り
食
べ
た
り
息
を
し

た
り
し
て
い
る
が
、こ
の
渾
沌
だ
け
は
そ
れ
が
な
い
。
た
め
し
に
そ
の
穴
を
あ
け
て
あ
げ

よ
う
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
日
に
一
つ
ず
つ
穴
を
あ
け
て
い
っ
た
が
、七
日

た
つ
と
渾
沌
は
死
ん
で
し
ま
っ
た（
註
35
）。
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こ
の「
渾
沌
」に
つ
い
て
は
、別
に
福
永
光
司
氏
と
興
膳
宏
氏
に
よ
る
注
を
見
た
い
。

「
渾
沌
」（「
渾
」は「
混
」に
同
じ
）は
、畳
韻
の
擬
態
語
で
、も
の
の
形
が
区
別
し
が
た
い
未
分

化
の
状
態
を
い
う
。
い
わ
ゆ
る
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
。
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
と
対
立
を
一
つ
に
つ
つ

む
荘
子
的
実
在
の
象
徴
。
い
ま
、ギ
リ
シ
ア
語
の
カ
オ
ス（chaos

）の
訳
語
に「
混
沌
」を
あ

て
る
が
、そ
れ
が
コ
ス
モ
ス（cosm

os

）す
な
わ
ち
秩
序
の
反
対
概
念
と
し
て
の
無
秩
序
や

混
乱
を
意
味
す
る
の
と
は
異
な
る（
註
36
）。

　

こ
の
よ
う
に
、人
間
が
持
つ「
七
竅
」、す
な
わ
ち
両
目
・
両
耳
・
両
鼻
孔
と
口
を
あ
わ
せ
た
七

つ
の
穴
を
持
た
な
い
中
央
の
帝
王「
渾
沌
」は
、い
わ
ゆ
る「
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
」で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
で
、こ
こ
で
私
が
想
起
す
る
の
が
、萬
鐵
五
郎
の
自
画
像
の
一
点［
図
８
］で
あ
る
。
そ
れ

は
、《
目
の
な
い
自
画
像
》と
題
さ
れ
る
一
九
一
五（
大
正
四
）年
の
自
画
像
で
、土
沢
の
帰
郷
期

に
描
か
れ
た
。
こ
の
土
沢
時
代
に
、萬
は
自
身
の
顔
を
舞
台
に
造
形
の
実
験
と
探
究
を
繰
り

広
げ
、デ
ッ
サ
ン
を
は
じ
め
本
作
を
含
む
油
彩
に
よ
る
自
画
像
を
残
し
て
い
る
が
、そ
の
大
半

は
年
紀
が
な
く
制
作
年
の
特
定
に
は
限
度
を
伴
う
。
と
は
い
え
、こ
れ
ま
で
の
研
究
が
示
す

図8　 萬鐵五郎《目のない自画像》　1915（大正4）年　油彩・キャンヴァス  45.8×
33.5cm  岩手県立美術館蔵

図9　 萬鐵五郎《自画像》　1915（大正4）年頃　油彩・
キャンヴァス  45.6×33.6cm  岩手県立美術館蔵

図10　 萬鐵五郎《自画像》　1915（大正4）年頃　油彩・
キャンヴァス  22.2×15.7cm  岩手県立美術館
蔵

図11　 萬鐵五郎《自画像》　1915（大正4）年頃　油彩・
キャンヴァス  45.6×33.5cm  岩手県立美術館
蔵
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よ
う
に
、画
面
の
推
移
を
丹
念
に
た
ど
れ
ば
、顔
は
徐
々
に
変
形
と
解
体
を
進
め
て［
図
９
］［
図

10
］、異
形
の
様
相
に
い
た
る
こ
と［
図
11
］が
わ
か
る
。
そ
の
際
た
る
も
の
が
、こ
の
目
、鼻
、耳
、

口
を
塗
り
つ
ぶ
し
た
か
の
よ
う
な
、ま
る
で
個
別
性
を
自
ら
否
定
し
排
除
し
た
か
の
よ
う
な

異
色
の
自
画
像
で
あ
っ
た
。
中
村
義
一
氏
は
こ
う
評
す
。

の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
目
も
鼻
も
口
も
な
い
顔
は
、先
の
よ
う
な
状
況
と
考
え
合
わ
す
時
に
ま

こ
と
に
意
味
深
長
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
単
に
即
興
的
に
作
ら
れ
た
、た
ま
た
ま
口

を
描
き
込
む
寸
前
に
中
断
し
た
未
完
の
習
作
か
も
し
れ
ず
、画
面
の
下
部
に
は
明
白
に
塗

り
残
し
が
あ
る
。
問
題
は
、未
完
成
作
品
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、作
者
が「
Ｔ
．Ｙ
」

の
署
名
と
１
９
１
５
年
の
年
記
を
、画
面
左
下
に
書
き
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ノ
ッ

ペ
リ
と
目
も
口
も
欠
落
し
た
、怪
人
の
よ
う
な
仮
面
の
よ
う
な
啞
然
た
る
相
貌
は
、だ
が
そ

こ
に
目
や
口
の
細
部
を
描
き
加
え
れ
ば
、失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
何
か
大
切
な
も
の
を

未
だ
失
う
以
前
の
、そ
れ
で〈
既
に
〉完
結
し
た
顔
で
あ
る
の
か
。
自
分
の
顔
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
顔
の
普
遍
性
を
欠
損
せ
ず
に
お
ら
れ
な
い
、直
視
に
堪
え
な
い
地
顔
の
存
在
を

そ
こ
に
見
出
す
よ
う
に
思
う（
註
37
）。

　

見
る
者
に
は
未
完
成
か
と
思
わ
せ
る「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」に
、完
成
を
示
す
署
名
と
年
紀
を

画
面
に
書
き
入
れ
た
萬
。「
七
竅
」を
持
た
な
い
あ
の「
渾
沌
」と
奇
し
く
も
一
致
す
る
か
の
よ

う
な
自
画
像
を
彼
は
描
い
た
。
果
た
し
て
、萬
は『
荘
子
』の
寓
話
を
知
っ
て
い
た
の
か
、ま
た

は
、そ
れ
は
単
な
る
偶
然
の
一
致
な
の
か
。
こ
の
自
画
像
を
描
い
た
土
沢
時
代
の
ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク
に
、「
お
れ
は
暗
い
こ
ん
と
ん
だ
」と
彼
は
書
き
残
し
て
い
た
。
自
己
を「
こ
ん
と
ん

だ
」と
形
容
し
た
人
物
が
、同
時
期
に『
荘
子
』の「
渾
沌
」と
一
致
す
る
か
の
よ
う
な
自
画
像
を

表
象
し
て
い
た
と
い
う
こ
の
事
実
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。「
お
れ
は
暗
い
こ

ん
と
ん
だ
」と
表
白
し
た
萬
が
、自
画
像
を
突
き
詰
め
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
た
ど
り
着
い
た

自
身
の
姿
、そ
れ
が「
渾
沌
」と
同
じ「
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
」で
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、《
目
の

な
い
自
画
像
》は
、「
お
れ
は
暗
い
こ
ん
と
ん
だ
」と
記
し
た
萬
に
よ
る
同
一
の
自
己
表
象
で
は

な
か
っ
た
の
か
。

「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」に
見
る
も
う
一
つ
の「
混
沌
」

　

土
沢
時
代
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
は
、先
述
の
と
お
り『
岩
手
毎
日
新
聞
』に
掲
載
さ
れ
た

「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」の
一
部
草
稿
が
含
ま
れ
る
。「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」は
、末

尾
に
六
月
三
〇
日
に
土
沢
で
記
し
た
と
あ
り
、一
九
一
五（
大
正
四
）年
七
月
四
日
と
六
日
の

上
下
二
回
に
分
け
て
紙
面
に
掲
載
さ
れ
、こ
の
時
代
の
萬
の
絵
画
論
を
強
く
反
映
し
た
も
の

と
し
て
見
過
ご
せ
な
い
。
こ
こ
で
何
よ
り
重
要
な
の
が
、「
混
沌
」と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い

る
こ
と
だ
。

我
々
の
生
活
は
兎
も
角
客
觀
對
自
己
の
問
題
に
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
プ
ラ

ス
客
觀
は
天
然
そ
の
も
の
で
あ
り
宇
宙
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
視
覺
及
内
觀
上
の
進
化
は
必

然
自
己
即
客
觀
の
境
地
を
見
出
だ
さ
ず
に
は
や
ま
な
い
。
我
々
が
風
景
を
見
る
事
は
我
々

は
風
景
で
あ
る
と
言
ふ
意
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
我
々
は
個
々
に
素
質
を

持
つ
て
居
る
の
で
内
面
に
燃
え
る
情
熱
を
放
射
せ
ず
に
は
置
か
れ
な
い
奥
深
い
生
活
か
ら

の
願
望
を
持
つ
て
居
る
。
そ
こ
で
畫
家
は
客
觀
の
實
在
性
と
内
面
の
情
熱
と
の
苦
る
し
い

戦
闘
に
迄
生
活
を
持
ち
來
た
す
處
の
殺
伐
な
光
景
を
生
む
べ
く
餘
義
な
く
さ
れ
て
居
る
。

そ
れ
は
赤
と
黑
と
の
も
つ
れ
合
つ
た
複
雑
な
巴
形
の
渦
巻
的
塊
り
が
畫
家
を
壓
し
付
け
る

事
で
形
容
す
る
事
が
出
來
る
。
塊
り
は
あ
く
迄
意
地
惡
る
く
畫
家
は
光
明
と
暗
黑
と
の
烈

し
い
交
替
及
錯
合
に
永
久
に
垣
つ
て
堪
へ
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
人
格
の
完
全

な
燃
燒
に
よ
つ
て
の
み
混
沌
を
壓
搾
し
て
純
化
と
統
一
と
の
エ
ツ
キ
ス
が
得
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
を
自
分
の
生
活
か
ら
固
く
信
じ
て
居
る
。
か
く
し
て
勝
利
の
凱
歌
を
奏
し

得
る
爲
め
に
は
絕
対
の
熱
誠
と
本
然
の
欲
求
か
ら
流
れ
る
勤
勉
と
が
要
求
さ
れ
て
居
る

（
後
略
）（
註
38
、傍
線
は
引
用
者
）

　

こ
の「
混
沌
を
壓
搾
し
て
純
化
と
統
一
と
の
エ
ツ
キ
ス
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」

を
解
釈
す
る
に
あ
た

り
、ま
ず
は
そ
の
前
文

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
、拙
論

の
中
で
取
り
上
げ
て
お

り
、こ
こ
で
は
そ
の
要

点
の
み
を
記
す
。

　

仏
教
で
は「
煩
悩
」が

「
雲
」に
譬
え
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
煩
悩
と

は
、心
身
を
悩
ま
せ
、か

図12　�萬鐵五郎《雲のある自画像》　1912-13（明治45-
大正2）年頃�油彩・キャンヴァス��59.5×45.5cm��
岩手県立美術館蔵
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き
乱
し
、惑
わ
せ
、汚
す
精
神
作
用
の
総
称
で
、こ
れ
を
断
っ
て
涅
槃（
悟
り
を
完
成
し
た
境

地
）を
得
る
の
が
仏
教
の
目
的
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、《
雲
の
あ
る
自
画
像
》［図
12
］な
ど
に
萬
が

描
い
た「
雲
」は
そ
の
譬
喩
で
あ
り
、引
用
文
中
の「
赤
と
黑
と
の
も
つ
れ
合
つ
た
複
雑
な
巴
形

の
渦
巻
的
塊
り
」が
言
葉
に
よ
る
形
容
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、引
用
文
中
の「
客
觀
の
實
在
性

と
内
面
の
情
熱
と
の
苦
る
し
い
戦
闘
」と
は
、こ
の
引
用
文
の
冒
頭
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、主
観（
主
体
）と
客
観（
客
体
）の
二
元
論
を
め
ぐ
る
画
家
の
煩
悶
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。

萬
が
通
っ
た
両
忘
庵
の「
両
忘
」が
、善
と
悪
、有
と
無
、迷
い
と
悟
り
な
ど
す
べ
て
の
対
立
す

る
概
念
を
忘
れ
去
っ
た
自
由
平
等
の
境
地
、自
在
の
心
境
を
指
す
よ
う
に
、萬
は
画
家
と
し
て

こ
の
二
元
論
と
格
闘
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
以
上
か
ら
、「
雲
」は
、「
物も

つ

我が

一い
ち

如に
ょ

」、す
な
わ
ち

「
物
」（
客
観
）と「
我
」（
主
観
）と
は
本
来
一
体
、不
離
に
あ
る
と
い
う
禅
ひ
い
て
は
仏
教
の
思

想
を
画
家
と
し
て
体
現
し
よ
う
と
し
た
萬
鐵
五
郎
の
象
徴
で
は
な
か
っ
た
か
と
解
釈
し
た（
註

39
）。

　

こ
う
し
た
自
身
の
命
題
に
対
し
て
、萬
は「
人
格
の
完
全
な
燃
燒
に
よ
つ
て
の
み
混
沌
を
壓

搾
し
て
純
化
と
統
一
と
の
エ
ツ
キ
ス
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」を
固
く
信
じ
て
い

る
と
い
う
の
だ
。
す
な
わ
ち
、こ
れ
こ
そ
が
萬
の
画
家
と
し
て
の
創
作
の
流
儀
、信
条
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
い
換
え
れ
ば
、萬
に
と
っ
て
創
作
と
は「
混
沌
」か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、彼
が
内
面
に
か
か
え
る
カ
オ
ス（
混
沌
）を
、陰
里
鉄
郎
氏
は《
木
の
間
風
景
》

に
、田
中
淳
氏
は《
木
の
間
か
ら
見
下
し
た
町
》に
象
徴
的
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し

た
。
田
中
氏
は
、さ
ら
に
そ
の
カ
オ
ス
を
こ
の
引
用
一
段
に
見
る
言
葉
と
結
び
つ
け
な
が
ら

論
じ
て
も
い
た（
註
40
）。
筆
者
も
そ
れ
ら
の
作
品
と
、萬
が
こ
こ
で
い
う「
混
沌
」と
の
結
び
つ

き
を
最
も
強
く
感
じ
る
こ
と
に
お
い
て
一
致
す
る
。「
人
格
の
完
全
な
燃
燒
に
よ
つ
て
」「
混

沌
を
壓
搾
し
」、そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る「
純
化
と
統
一
と
の
エ
ツ
キ
ス
」を
結
晶
化
し
た
そ

の
最
た
る
画
面
が
、土
沢
で
の
創
作
と
研
究
に
沈
潜
し
た
後
、再
上
京
し
て
生
み
出
し
た《
木

の
間
風
景
》と
い
う
作
品
で
な
か
っ
た
か
と
。

　

と
こ
ろ
で
、そ
の
萬
の
創
作
信
条
か
ら
私
が
連
想
す
る
の
が
、日
本
人
で
最
初
に
ノ
ー
ベ
ル

物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
湯
川
秀
樹（
一
九
〇
七
―
一
九
八
一
）で
あ
る
。
湯
川
は
科
学
者
で
あ

り
な
が
ら
東
洋
思
想
に
も
造
詣
が
深
く
、中
で
も『
荘
子
』を
愛
し
影
響
を
受
け
て
き
た
こ
と

を
随
所
で
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
渾
沌
」の
寓
話
を
た
び
た
び
取
り
上
げ
た
。

　

私
は
長
年
の
間
、素
粒
子
の
研
究
を
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、今
で
は
三
十
数
種
に
も
及
ぶ

素
粒
子
が
発
見
さ
れ
、そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
謎
め
い
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と

素
粒
子
よ
り
も
、も
う
一
つ
進
ん
だ
先
の
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
中
略
）そ
れ
は
一
番
の
根
本
に
な
る
も
の
で
あ
り
、あ
る
き
ま
っ
た
形
を
も
っ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、ま
た
わ
れ
わ
れ
が
今
知
っ
て
い
る
素
粒
子
の
ど
れ
と
い
う
の
で
も
な
い
。
さ

ま
ざ
ま
な
素
粒
子
に
分
化
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
、し
か
し
ま
だ
未
分
化
の
何
物
か
で
あ

ろ
う
。
今
ま
で
に
知
っ
て
い
る
言
葉
で
い
う
な
ら
ば
渾
沌
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
、

な
ど
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
、こ
の
寓
話
を
思
い
出
し
た
わ
け
で
あ
る（
註
41
）。

　

こ
れ
を
素
粒
子
の
話
に
こ
じ
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
、結
局
、自
然
界
と

い
う
も
の
は
根
源
に
な
る
渾
沌
み
た
い
な
の
が
あ
り
ま
し
て
、そ
れ
か
ら
た
ま
た
ま
い
ろ

ん
な
種
類
の
素
粒
子
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、な
く
な
っ
た
り
す
る
。
渾
沌
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
、

渾
沌
へ
戻
っ
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、別

に
荘
子
は
素
粒
子
の
こ
と
を
考
え
て
お
っ
た
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、私
は
勝
手
に
自

分
の
考
え
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
へ
引
き
よ
せ
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、ま
た
自
分
な
り
に

頭
の
活
動
を
活
発
に
す
る
、そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す（
註
42
）。

　

こ
の
湯
川
が
、科
学
者
と
と
も
に
画
家
や
彫
刻
家
を
例
に
あ
げ
た「
具
象
以
前
」と
い
う
小

文
を
こ
う
括
っ
て
い
る
。

　

人
間
は
具
象
以
前
の
世
界
を
内
蔵
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
何
か
具
象
化
さ
れ
た

も
の
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
。
科
学
も
芸
術
も
そ
う
い
う
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
い
わ

ば
混
沌
に
目
鼻
を
つ
け
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
人
生
の
意
義
の
少
な
く
と
も
一
つ
は
、

こ
こ
に
見
出
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か（
註
43
）。

　
「
人
間
は
具
象
以
前
の
世
界
を
内
蔵
し
て
い
る
」と
い
う
湯
川
の「
混
沌
に
目
鼻
を
つ
け
よ

う
と
す
る
努
力
」と
は
、萬
の
い
う「
人
格
の
完
全
な
燃
燒
に
よ
つ
て
の
み
混
沌
を
壓
搾
し
て

純
化
と
統
一
と
の
エ
ツ
キ
ス
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」と
、科
学
と
芸
術
と
い
う
分

野
を
超
え
て
共
通
す
る
い
わ
ば
創
造
者
と
し
て
の
信
条
だ
と
い
え
ま
い
か
。

画
室
の
混
乱
と
自
写
像

　

萬
の
創
作
信
条
は
、さ
ら
な
る
連
想
を
も
た
ら
す
。
彼
の
創
作
の
現
場
、「
画
室
」の
有
り
様

だ
。
そ
こ
で
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
が
、洋
画
家
の
木き

村む
ら

荘し
ょ
う

八は
ち（

一
八
九
三
―
一
九
五
八
）が
、友
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人
た
ち
と
萬
の
画
室
を
訪
れ
た
際
の
回
想
で
あ
る
。
木
村
に
と
っ
て
は
こ
れ
が
萬
と
の
最
初

の
出
会
い
で
あ
っ
た
。

僕
は
―
―
こ
れ
も
初
め
て
―
―
萬
鐡
五
郎
の「
畫
室
」へ
そ
の
頃
の
仲
間（
中
略
）と
連
れ
立

つ
て
行
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
の「
陋
巷
」陋
屋
と
す
べ
き
傾
い
た
小
さ
な
二
階
屋
へ
上

ら
う
と
す
る
と
、玄
關
に
乳
母
車
が
あ
つ
て
、炭
が
入
れ
て
あ
つ
た
。（
中
略
）ギ
シ
〳
〵
き

し
む
狹
い
階
段
を
上
つ
て
、二
階
へ
上
る
と
い
ふ
と
、そ
こ
は
す
ぐ
障
子
に
な
つ
て
、そ
こ

か
ら
が
萬
鐡
人
の「
畫
室
」で
、た
ゞ
見
る
、足
の
踏
ん
ご
み
場
も
無
い
迄
ご
つ
た
く
さ
に
な

つ
た
畫
布
、畫
布
、畫
布
の
氾
濫
の
中
に
、椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
を
控
へ
て
、顏
色
の
蒼
く（
そ

の
頃
）瘦
せ
て
ゐ
た
萬
は
、口
鬚
ば
か
り
目
立
つ
て
濃
く
、の
ど
を
ぐ
る
り
と
巻
い
た
毛
糸

の
黑
ジ
ャ
ケ
ッ
を
着
て
、日
中
と
云
ふ
の
に
室
に
は
白
熱
瓦
斯
が
と
も
り
、そ
の
マ
ン
ト
ル

が
横
つ
ち
よ
に
な
つ
て
、フ
ラ
フ
ラ
し
て
ゐ
た
。
―
―
其
の
中
で
、多
分
百
號
だ
つ
た
と
思

ふ
、美
校
の
卒
業
制
作
の
爲
め
の
、見
る
か
ら
に
痛
快
淋
漓
と
し
た（
有
名
な
）「
裸
體
美
人
」

を
畫
い
て
ゐ
た
。
僕
は
口
を
き
か
う
と
し
て
も
一
言
も
聲
が
出
な
か
つ
た
。

　

こ
の「
萬
鐡
五
郎
」の
畫
室
生
活
は
又
僕
に
少
し
誇
張
の
あ
る
字
だ
が
厭
は
ず
に
云
へ

ば
、霹ヽ
靂ヽ
の
や
う
な
刺
戟
を
與
へ
、同
時
に
深
く
自
省
さ
せ
ず
に
は
止
ま
な
い
も
の
が
あ
つ

た
。
―
―
何
れ
に
し
て
も「
僕
」と
い
ふ
も
の
は
、先
輩
岸
田（
引
用
者
註
―
岸
田
劉
生
の
こ

と
）と
先
輩
萬
と
、こ
の
二
人
を
通
じ
て
、初
め
て「
畫
室
」も
見
た
し「
畫
生
活
」の
本
格
の

意
氣
に
も
觸
れ
た
の
で
あ
つ
た（
註
44
）。

　

こ
の
出
会
い
は
、木
村
の
日
記
か
ら
一
九
一
二（
明
治
四
十
五
）年
一
月
十
七
日
の
こ
と
と

さ
れ（
註
45
）、萬
が
卒
業
制
作
の《
裸
体
美
人
》［
図
13
］を
制
作
し
て
い
た
画
室
の
有
り
様
を
物

語
っ
て
い
る
。
萬
は
、東
京
美
術
学
校
在
学
中
の
一
九
〇
九（
明
治
四
十
二
）年
に
結
婚
後
、東

京
の
小
石
川
区
宮
下
町（
現
文
京
区
千
石
）に
住
み
、翌
年
に
は
長
女
が
誕
生
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、木
村
は
宮
下
町
の
画
室
を
訪
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
画
室
の
有
り
様
は
、萬
と
最
も
近
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
画
友
小
林
徳
三
郎（
幼
名
藤

井
嘉
太
郎
、一
八
八
四
―
一
九
四
九
）の
回
想
と
も
一
致
す
る
。

　

そ
の
頃
萬
君
の
家
へ
行
つ
て
見
る
と
、彼
の
部
屋
は
め
ん
喰
ふ
程
散
ら
か
つ
て
ゐ
た
。
あ

の
整
然
た
る
人
が
繪
を
描
い
て
ゐ
る
と
矢
張
り
斯
う
な
る
の
か
と
思
ふ
と
、僕
は
そ
れ
が

大
へ
ん
う
れ
し
か
つ
た
。
そ
の
散
ら
か
り
か
た
は
丸
で
紙
屑
籠
が
引
く
り
﨤
つ
た
や
う
だ

つ
た
。
チ
ユ
ウ
ブ
が
澤
山
疊
の
上
に
轉
が
つ
て
ゐ
た
。
そ
こ
ら
中
が
繪
だ
ら
け
な
位
に
澤

山
描
い
て
あ
つ
た
。
そ
の
中
に
彼
は
屈ヽ
たヽ
くヽ
が
な
さ
そ
う
な
顏
を
し
て
ゐ
た（
註
46
）。

　

こ
の
回
想
は
、「
フ
ユ
ウ
ザ
ン
會
頃
の
萬
君
」の
一
節
で
、小
林
と
萬
ら
が
参
加
し
た
ヒ
ユ
ウ

ザ
ン
会（
後
に
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
に
改
称
）の
頃
、つ
ま
り
一
九
一
二（
大
正
元
）年
九
月
の
結
成

か
ら
、翌
年
五
月
の
解
散
前
後
あ
た
り
の
回
想
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、文
中
に
は
小
林
が
偶

然
萬
の
近
所
に
転
居
す
る
こ
と
で
互
い
に
訪
問
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、萬
の
住
ま
い

を「
小
石
川
西
丸
町
」と
記
し
て
い
る
が
、萬
が
そ
の
地
名
に
実
際
に
住
ん
で
い
た
か
は
不
明

で
あ
る
。
転
居
癖
の
あ
っ
た
萬
は
、土
沢
か
ら
再
上
京
後
の
一
九
一
六（
大
正
五
）年
か
ら
一

九
一
八（
大
正
七
）年
に
か
け
て
小
石
川
区
内
を
転
々
と
し
て
お
り
、そ
こ
か
ら
地
名
や
時
期

に
つ
い
て
は
小
林
の
記
憶
違
い
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
も
、

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
へ
移
住
す
る
ま
で
の
一
九
一
〇
年
代
の
東
京
に
お
け
る
萬
の
画
室
の
有
り

様
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、萬
の
長
男
博
輔
に
よ
る
母
親（
萬
の
妻
よ
志
）を
通
し
た
回
想
か
ら
も
、同
様
の
こ

と
が
わ
か
る
。

生
活
の
面
に
於
て
は
、畫
作
を
専
ら
と
し
、家
人
の
畫
室
へ
の
出
入
り
は
一
切
禁
じ
、紙
、

筆
、畫
具
の
中
に
埋
れ
て
、デ
ッ
サ
ン
を
描
き
、製
作
を
な
し
、疲
れ
れ
ば
筆
を
と
つ
て
水
綵

画
を
描
く
と
言
つ
た
工
合
で
、畫
評
、原
稿
の
執
筆
も
此
の
紙
の
山
の
中
で
行
は
れ
瞬
時
も

繪
を
離
れ
る
こ
と
が
な
か
つ
た
、と
母
は
言
ふ（
註
47
）。

図13　 萬鐵五郎《裸体美人》　1912（明治45）年　油彩・キャン
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こ
こ
で
は
、「
紙
、筆
、畫
具
の
中
」、「
紙
の
山
の
中
」、「
畫
評
、原
稿
の
執
筆
」と
あ
り
、先
の

二
人
の
回
想
に
見
た「
畫
布
、畫
布
、畫
布
の
氾
濫
の
中
」や「
チ
ユ
ウ
ブ
が
澤
山
疊
の
上
に
轉

が
つ
て
ゐ
た
」と
い
う
様
子
と
は
異
な
る
こ
と
に
気
づ
く
。
木
村
と
小
林
が
見
た
萬
の
画
室

で
の
制
作
は
油
彩
画
が
中
心
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、萬
の
妻
の
回
想
か
ら
は
南
画
と
文
筆

が
中
心
だ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
萬
の
終
焉
の
地
と
な
る
茅
ヶ
崎
に
移
住
し
た
時
代
の
大
き

な
特
徴
が
、南
画
へ
の
傾
倒
で
あ
っ
た
。
萬
は
、南
画
の
研
究
と
制
作
に
打
ち
込
む
中
で
非
常

に
多
く
の
作
品
を
描
き
、ま
た
美
術
雑
誌
に
は
南
画
論
を
展
開
し
て
執
筆
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、南
画
と
同
じ
水
性
材
料
の
水
彩
画
の
制
作
も
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、妻
の

回
想
と
一
致
す
る
点
が
多
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
、東
京
、そ
し
て
茅
ヶ
崎
に
お
け
る
萬
の

画
室
の
様
子
は
、や
は
り
混
乱
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、小
林
の
い
う「
め
ん
喰
ふ
程
」の
画
室
の
混
乱
と
は
、萬
が
極
度
の
無
精
者
だ
っ
た
こ

と
を
示
す
の
か
。
そ
れ
は
、小
林
の
別
の
回
想
を
踏
ま
え
て
も
、考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

　

十
五
六
年
前
は
彼
も
ほ
ん
と
に
若
か
つ
た
。
そ
の
頃
は
若
い
繪
か
き
は
大
て
い
汚
な
い

風
體
を
し
て
ゐ
る
も
の
が
多
か
つ
た
。
金
に
困
る
困
ら
な
い
に
拘
は
ら
ず
、汚
れ
た
風
體

を
し
て
、む
し
ろ
そ
れ
を
繪
か
き
の
特
権
の
や
う
に
思
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
萬
君
だ
け

は
そ
の
若
い
と
き
か
ら
無
情
な
、亂
れ
た
風
體
を
一
度
も
見
せ
た
事
が
な
か
つ
た
。
彼
の

顏
は
い
つ
で
も
落
つ
い
て
、明
澄
で
、彼
の
服
裝
は
い
つ
で
も
き
ち
ん
と
さ
つ
ぱ
り
整
頓
し

て
ゐ
た（
註
48
）。

　

小
林
が
先
に「
あ
の
整
然
た
る
人
」と
評
し
た
よ
う
に
、萬
の
服
装
と
態
度
は
い
つ
も
整
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
で
は
、そ
の
整
然
さ
と
は
真
逆
の
驚
く
ま
で
の
混
乱
が
画
室
に
展
開
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。
そ
こ
で
、先
の
木
村
荘
八
の
回
想
を
引
き
合
い
に
語
ら

れ
る
こ
と
の
多
い
、萬
が
撮
影
し
た
写
真
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

二
〇
〇
四（
平
成
十
六
）年
に
萬
鉄
五
郎
記
念
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た「
蔵
か
ら
で
て
き
た

萬
鉄
五
郎
展
―
―
未
公
開
作
品
を
中
心
」に
お
い
て
、長
ら
く
遺
族
の
元
で
保
管
さ
れ
て
い
た

三
十
三
枚
の
ガ
ラ
ス
乾
板
が
初
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
後
、二
〇
〇
六（
平
成
十
八
）年
の
同
館
で

の「
再
考
・
萬
鉄
五
郎
展
」に
お
い
て
、デ
ジ
タ
ル
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
萬
の
写
真
が
再
び
紹
介
さ

れ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
そ
の
一
点［
図
14
］で
、そ
れ
は
木
村
荘
八
の
回
想
の
情
景
そ

の
も
の
を
思
わ
せ
る
。
こ
れ
は
、木
村
が
画
室
を
訪
れ
た
前
年
の
夏
、一
九
一
一（
明
治
四
十

四
）年
頃
の
撮
影
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、水
沢
勉
氏
の
優
れ
た
評
言
を
引
く
。
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そ
こ
に
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、明
治
末
年
と
い
う
時
点
で
は
、ま
っ
た
く
他
に
例

を
み
な
い
、奇
怪
な
、と
い
っ
て
も
大
げ
さ
で
は
な
い
驚
く
べ
き
情
景
で
あ
る
。（
中
略
）こ

の
自
写
像
で
は
、部
屋
は
、か
な
り
薄
暗
く
、窓
か
ら
の
光
が
主
た
る
光
源
で
あ
り
、中
央

で
、お
そ
ら
く
壁
に
向
か
っ
て
脚
を
投
げ
か
け
、脛
を
露
出
さ
せ
て
、ひ
っ
く
り
返
っ
て
い

る
主
人
公
の
顔
は
、ほ
ぼ
暗
が
り
の
な
か
に
沈
み
、目
を
大
き
く
見
開
い
て
い
る
よ
う
に
も

み
え
る
が
、そ
の
表
情
を
ほ
と
ん
ど
は
っ
き
り
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
ら
の
額

や
制
作
途
中
の
作
品
や
、画
材
や
、新
聞
紙
や
、帽
子
や
、団
扇
な
ど
が
部
屋
の
な
か
に
は
散

乱
し
、周
囲
は
足
の
踏
み
場
も
な
い
ほ
ど
だ
。
窓
に
か
か
る
ヨ
シ
ズ
も
乱
雑
に
外
れ
か
か
っ

て
い
る
。
し
か
し
、そ
れ
ら
の「
散
乱
」は
、丁
寧
に
演
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、そ
の

乱
れ
方
を
よ
く
観
察
す
る
な
ら
ば
、容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、窓
か
ら
わ

ず
か
に
覗
い
て
い
る
外
の
風
景
か
ら
、こ
れ
が
二
階
の
部
屋
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

る
。

　

さ
ら
に
同
氏
は
、萬
と
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
画
家
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
キ
ル
ヒ

ナ
ー（
一
八
八
〇
―
一
九
三
八
）と
の
同
時
代
的
な
共
通
性
を
多
く
の
点
で
認
め
な
が
ら
、写

真
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
ア
ト
リ
エ
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
符
合
す
る
点
が
少
な
く
な
い

と
し
て
比
較
す
る
。

萬
の
ア
ト
リ
エ
も
ま
た
そ
れ
に
劣
ら
ず
創
造
的
な
混
乱
と
も
い
う
べ
き
強
力
な
磁
場
を
発

生
さ
せ
て
い
る
。（
中
略
）よ
り
個
人
的
な
創
造
の
パ
ト
ス
の
奔
出
と
も
い
う
べ
き
、不
穏
な

状
態
が
挑
発
的
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
転
倒
し
た
萬
の
す
が
た

か
ら
は
、旧
弊
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
画
家
像
を
、笑
い
飛
ば
す
か
の
よ
う
に
不
敵
な
哄
笑

が
、切
羽
詰
っ
た
自
己
告
白
の
苦
渋
も
滲
ま
せ
な
が
ら
、周
囲
に
響
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か（
註
49
）。

　

画
室
の
混
乱
が「
丁
寧
に
演
出
さ
れ
た
も
の
」で
あ
る
こ
と
は
、田
中
淳
氏
も
同
様
と
見
る
。

「
写
真
の
専
門
家
に
教
示
を
う
け
た
。
暗
い
室
内
で
撮
影
と
な
れ
ば
、当
時
の
写
真
原
板
の
感

度
を
考
慮
す
れ
ば
、数
分
間
の
露
光
が
必
要
だ
と
い
う
、だ
と
す
れ
ば
、自
分
で
レ
ン
ズ
の

キ
ャ
ッ
プ
を
あ
け
て
か
ら
、ポ
ー
ズ
を
数
分
間
し
て
、ま
た
自
分
で
キ
ャ
ッ
プ
を
閉
じ
る
こ
と

は
可
能
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、自
己
演
出
し
た
姿
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
註

50
）。
な
お
、レ
ン
ズ
キ
ャ
ッ
プ
の
開
閉
に
つ
い
て
は
、画
家
自
身
で
は
な
く
妻
の
手
に
よ
る
も

の
と
の
別
の
意
見
も
あ
る
が（
註
51
）、い
ず
れ
に
せ
よ
徹
底
的
に
混
乱
し
た
画
室
を
演
出
し
、こ

れ
ま
た
同
じ
く
混
乱
し
た
自
身
の
姿
を
自
己
演
出
し
た
上
で
、こ
の
時
ま
だ
画
学
生
だ
っ
た

萬
は
、人
知
れ
ず（
妻
の
協
力
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
）自
宅
の
画
室
で
写
真
を
創
作
し
た

の
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、画
室
の
混
乱
は
意
識
的
か
つ
明
確
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
、水
沢
氏
の
い
う

「
創
造
的
な
混
乱
」だ
っ
た
と
表
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、萬
の
創
作
信
条
は
、創
作
の
現

場
、画
室
の
有
り
様
と
直
結
し
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
、画
家
が
混
沌
か
ら
創
造
す
る
た
め
に

は
、そ
の
画
室
も
ま
た
徹
底
し
て
混
沌
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、こ
の
写

真
は
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

お
わ
り
に

　
『
荘
子
』の「
渾
沌
」を
想
わ
せ
る
自
画
像
を
描
い
た
萬
。
同
じ
く
土
沢
時
代
に
用
い
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に「
お
れ
は
暗
い
こ
ん
と
ん
だ
」と
書
き
残
し
た
萬
。
や
は

り
そ
の
帰
郷
期
に
地
元
紙
に
発
表
し
た
画
論
の
中
で
、「
人
格
の
完
全
な
燃
燒
に
よ
つ
て
の
み

混
沌
を
壓
搾
し
て
純
化
と
統
一
と
の
エ
ツ
キ
ス
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」と
い
う

創
作
の
信
条
を
あ
ら
わ
し
た
萬
。
そ
し
て
、画
学
生
時
代
に
遡
り
、ま
も
な
く
本
格
化
す
る
卒

業
制
作
を
前
に
、創
作
の
現
場
た
る
画
室
と
自
身
の
姿
を
混
沌
た
る
世
界
と
し
て
演
出
し
、人

知
れ
ず
写
真
を
創
作
し
て
い
た
萬
。
こ
の
よ
う
に
時
を
隔
て
な
が
ら
も
一
貫
す
る
彼
の
精
神

の
重
心
に
は
、「
混
沌
」が
据
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の「
混
沌
」と
は
、こ
れ
ま
で
の
論

述
の
と
お
り
画
学
生
に
な
る
直
前
の
二
十
歳
前
後
の
青
年
期
に
体
験
し
た
禅
を
通
じ
て
体
得

し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
『
荘
子
』を
愛
し
た
湯
川
秀
樹
が
、科
学
者
も
画
家
や
彫
刻
家
と
同
じ
く
創
造
す
る
人
間
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、「
人
間
は
具
象
以
前
の
世
界
を
内
蔵
し
て
い
る
」と
あ
ら
わ
し

た
よ
う
に
、萬
の
内
部
に
は「
渦
巻
き
、ひ
し
め
き
あ
い
、燃
え
た
ぎ
る
凄
絶
な
カ
オ
ス
の
世
界

が
秘
め
ら
れ
て
い
た
」こ
と
を
陰
里
鉄
郎
氏
は
見
透
し
た
。
そ
の
萬
は
、「
我
々
の
生
活
は
兎
も

角
客
觀
對
自
己
の
問
題
に
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
記
し
た
。
し
か
し
、そ
の
生
活
で

は「
畫
家
は
客
觀
の
實
在
性
と
内
面
の
情
熱
と
の
苦
る
し
い
戦
闘
」を
余
儀
な
く
さ
れ
、「
内
面

の
情
熱
」い
い
換
え
れ
ば「
煩
悩
」と
の
闘
い
に
永
久
に
堪
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

そ
し
て
、画
家
と
し
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
に
は
、「
人
格
の
完
全
な
燃
燒
に
よ
つ
て
の
み
混

沌
を
壓
搾
し
て
純
化
と
統
一
と
の
エ
ツ
キ
ス
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」を
固
く
信

じ
て
い
る
と
い
う
の
だ
っ
た
。
同
じ
頃
、ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に「
お
れ
は
暗
い
こ
ん
と
ん
だ
」

と
表
白
し
、自
画
像
を
描
き
つ
づ
け
た
先
に
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
の
自
分
を
描
き
、画
面
に
サ
イ
ン
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註
９　
　

 

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注『
日
本
書
紀（
一
）』岩
波
文
庫
、一
九
九
四

年
、一
六
―
一
七
、四
二
三
頁
。
ま
た「
渾
沌
」の
注
解
と
し
て
は
、「
渾
も
沌
も
、ぐ
る
ぐ
る
回
転

し
て
、形
体
さ
だ
ま
ら
ぬ
さ
ま
。
マ
ロ
カ
レ
は
別
訓
ム
ラ
カ
レ
。
ま
る
く
集
ま
る
意
」と
あ
る
。

註
10　
　

 

平
塚
ら
い
て
う『
元
始
、女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
―
―
平
塚
ら
い
て
う
自
伝
』上
巻
、大
月
書

店
、一
九
七
一
年
、一
七
二
頁
。

註
11　
　

 

平
塚
ら
い
て
う『
元
始
、女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
―
―
平
塚
ら
い
て
う
自
伝
』下
巻（
大
月
書

店
、一
九
七
一
年
、六
三
一
頁
）お
よ
び
小
林
登
美
枝
・
米
田
佐
代
子
編『
平
塚
ら
い
て
う
評
論

集
』（
岩
波
文
庫
、一
九
八
七
年
、三
四
二
頁
）。

註
12　
　

前
掲
註
10
、一
七
四
頁
。

註
13　
　

 

夏
目
漱
石『
門
』（
初
出
は『
東
京
朝
日
新
聞
』『
大
阪
朝
日
新
聞
』一
九
一
〇
年
三
月
―
六
月
の

連
載
）［
夏
目
金
之
助『
定
本 

漱
石
全
集
』第
六
巻
、岩
波
書
店
、二
〇
一
七
年
、五
九
四
頁
］。

註
14　
　

同
前
書『
定
本 

漱
石
全
集
』第
六
巻
、六
七
八
頁
。

註
15　
　

 

西
村
惠
信
訓
註
・
禅
文
化
研
究
所
編『
宗
門
無
盡
燈
論
』龍
沢
寺
、一
九
九
二
年
、［
版
本『
宗
門

無
盡
燈
論
』の
部
］一
六
七
頁
。

註
16　
　

同
前
書
、一
六
八
―
一
六
九
頁
。

註
17　
　

前
掲
書
註
13
、五
七
六
頁
。

註
18　
　

同
前
書
、五
七
七
―
五
八
九
頁
。

註
19　
　

 

虚
子
著『
鶏
頭
』序（
初
出
は『
東
京
朝
日
新
聞
』一
九
〇
七
年
十
二
月
二
十
三
日
）［
夏
目
金
之

助『
定
本 

漱
石
全
集
』第
十
六
巻
、岩
波
書
店
、二
〇
一
九
年
、一
五
九
頁
］。

註
20　
　

 

夏
目
漱
石『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
初
出
は『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』一
九
〇
五
年
一
月
―
一
九
〇
六
年

八
月
の
連
載
）［
夏
目
金
之
助『
定
本 

漱
石
全
集
』第
一
巻
、岩
波
書
店
、二
〇
一
六
年
、五
三
〇

頁
］。

註
21　
　

前
掲
書
註
13
、六
七
五
頁
。

註
22　
　

前
掲
註
10
、一
七
二
―
一
七
三
頁
。

註
23　
　

同
前
書
、一
八
四
頁
。

註
24　
　

同
前
書
、一
八
五
頁
。

註
25　
　

 

窪
田
空
穂『
思
い
出
す
人
び
と 

窪
田
空
穂
文
学
選
集
・
第
一
巻
』春
秋
社
、一
九
五
八
年
、

一
五
八
―
一
五
九
頁
。
佐
々
木
指
月
と
窪
田
空
穂
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、塩
谷
純
氏
の

ご
教
示
に
よ
り
、塩
谷
純「
秋
元
洒
汀
と
明
治
の
日
本
画（
一
）」『
美
術
研
究
』第
四
百
四
号（
東

京
文
化
財
研
究
所
、二
〇
一
一
年
八
月
）を
参
照
し
た
。

註
26　
　

西
村
恵
信
訳
注『
無
門
関
』岩
波
文
庫
、一
九
九
四
年
、九
八
、一
〇
一
頁
。

註
27　
　

釋
宗
演『
無
門
關
講
義
』光
融
館
、一
九
〇
九
年
、一
八
八
―
一
八
九
頁
。

註
28　
　

 
小
川
隆「
漱
石
の
公
案
―
―
釈
宗
演『
禅
海
一
瀾
講
話
』と
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」『
図

書
』第
八
百
四
十
二
号
、岩
波
書
店
、二
〇
一
九
年
二
月
、一
八
頁
。
同
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

註
29　
　

 
道
前
宗
閑
訓
注『
校
訂
本 

宗
門
葛
藤
集 

訓
注
・
和
訳
』禅
文
化
研
究
所
、二
〇
一
〇
年
、二
頁
。

註
30　
　

釈
宗
演『
禅
海
一
瀾
講
話
』岩
波
文
庫
、二
〇
一
八
年
、四
三
五
頁
。

註
31　
　

同
前
書
、六
八
一
―
六
八
二
頁
。

註
32　
　

 

入
矢
義
高
・
溝
口
雄
三
・
末
木
文
美
士
・
伊
藤
文
生
訳
注『
碧
巌
録（
上
）』、岩
波
文
庫
、一
九
九

註
１　
　

 

陰
里
鉄
郎「「
近
代
」と
対
決
す
る
凄
絶
な
る
風
景 

萬
鉄
五
郎
に
み
る
カ
オ
ス
の
世
界
」『
日
本

の
名
画
三
十
四　

萬
鉄
五
郎
』講
談
社
、一
九
七
三
年
四
月
、二
一
頁
。

註
２　
　

 「
鉄
人
独
語
」は『
現
代
日
本
美
術
全
集
二　

萬
鐵
五
郎
集
』（
細
川
書
店
、一
九
五
四
年
）に
収

録
の
際
に
題
さ
れ
た
も
の
で
、そ
の
後
、萬
鐵
五
郎『
鉄
人
画
論
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、

一
九
六
八
年
）に
再
録
さ
れ
た
。

註
３　
　

 

澤
田
佳
三「
萬
鐵
五
郎
の「
原
人
」―
―
禅
を
視
点
と
す
る
解
釈
」『
新
潟
県
立
近
代
美
術
館
研

究
紀
要
』第
十
八
号
、新
潟
県
立
万
代
島
美
術
館
、二
〇
二
〇
年
三
月
。

註
４　
　

前
掲
註
１
、二
四
頁
。

註
５　
　

前
掲
書
註
１
、二
六
頁
。

註
６　
　

 

田
中
淳「
萬
鉄
五
郎
研
究
序
説
―
―
一
九
一
一
―
一
九
一
七
」『
東
京
国
立
近
代
美
術
館
研
究

紀
要
』第
一
号
、東
京
国
立
近
代
美
術
館
、一
九
八
七
年
三
月
、一
〇
六
頁
。

註
７　
　

 『
わ
が
内
な
る
カ
オ
ス 

萬
鉄
五
郎
の《
自
画
像
》』展
図
録
、萬
鉄
五
郎
記
念
美
術
館
、

一
九
九
五
年
、三
頁
。

註
８　
　

 

中
村
義
一「
雲
の
あ
る
赤
い
眼
の
仮
面
―
―
萬
鉄
五
郎
の
自
画
像
―
―
」、同
前
書
、九
―
一
〇

頁
。

を
入
れ
た
そ
れ
ら
の
行
為
は
、い
ず
れ
も
共
通
す
る
。
自
身
の
存
在
そ
の
も
の
が「
混
沌
」で

あ
る
と
自
認
し
て
い
た
こ
と
に
お
い
て
。

　

最
後
に
、福
永
光
司
氏
に
よ
る『
荘
子
』の
解
説
を
引
く
。

　
『
荘
子
』は
解
脱
の
中
国
的
論
理
を
明
ら
か
に
し
た
書
物
で
あ
る
。
荘
子
に
お
け
る
解
脱

の
論
理
と
は
何
か
。
そ
れ
は
人
間
の
、道
―
―
実
在
へ
の
渾こ

ん

沌と
ん

化
で
あ
っ
た
。
荘
子
に
お

い
て
道
―
―
実
在
と
は
、〝
生
き
た
る
渾
沌
〟、す
な
わ
ち
、あ
ら
ゆ
る
対
立
と
矛
盾
を
そ
の

ま
ま
自お

の

ず
か
ら
の
内
に
包
む
大
い
な
る
無
秩
序
、人
間
の
概
念
的
認
識
を
超
え
て
体
験
す

る
よ
り
ほ
か
な
い
生
々
潑は

つ

剌ら
つ

た
る
宇
宙
の
はヽ
たヽ
らヽ
きヽ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、こ
の
生
き

た
る
渾
沌
と
そ
の
ま
ま
一
つ
と
な
り
、生
き
た
る
渾
沌
を
生
き
た
る
渾
沌
と
し
て
愛
し
て

ゆ
く
こ
と
が
荘
子
の
解
脱
で
あ
っ
た（
註
52
）。

　

萬
も
ま
た
こ
の「
大
い
な
る
無
秩
序
」を
蔵
し
、「
お
れ
は
暗
い
こ
ん
と
ん
だ
」、す
な
わ
ち
己

れ
の
実
体
は〝
生
き
た
る
渾
沌
〟だ
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
創
造
者
た
る
画
家
と
し
て
の

い
わ
ば
解
脱
へ
の
道
、そ
の
道
を
独
り
探
究
し
た
の
が
、萬
鐵
五
郎
で
な
か
っ
た
か
。

 

（
新
潟
県
立
万
代
島
美
術
館　

専
門
学
芸
員
）
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二
年
、二
八
四
頁
。
小
川
隆
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

註
33　
　

 

末
木
文
美
士
編
・『
碧
巌
録
』研
究
会
訳『
現
代
語
訳 

碧
巌
録
』上
、岩
波
書
店
、二
〇
〇
一
年
、

三
五
九
頁
。

註
34　
　

 

釋
大
眉『
宗
門
之
無
盡
燈［
提
唱
録
］』禅
道
会
本
部
、一
九
五
一
年（
至
言
社
よ
り
一
九
七
七
年

覆
刻
）、四
六
六
頁
。

註
35　
　

 
金
谷
治
訳
注『
荘
子
』第
一
冊（
内
篇
）、岩
波
文
庫
、一
九
七
一
年
、二
三
四
―
二
三
六
頁
。

註
36　
　

 

福
永
光
司
・
興
膳
宏
訳『
老
子 

荘
子
』世
界
古
典
文
学
全
集
第
十
七
巻
、筑
摩
書
房
、二
〇
〇
四

年
、一
七
五
頁
。

註
37　
　

 

中
村
義
一「
萬
鉄
五
郎
の
芸
術
のEccentricity

」『
京
都
教
育
大
学
紀
要
Ａ（
人
文
・
社
会
）』第

七
十
一
号
、一
九
八
七
年
九
月
、一
二
九
頁
。

註
38　
　

 

萬
鐵
五
郎「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」（
上
）『
岩
手
毎
日
新
聞
』一
九
一
五
年
七
月
四
日
。
な

お
原
文
は
総
ル
ビ
の
た
め
、ル
ビ
を
省
略
し
た
。

註
39　
　

 

澤
田
佳
三「
萬
鐵
五
郎
の
雲
と
自
画
像
―
―
禅
を
視
点
と
す
る
解
釈
」『
新
潟
県
立
近
代
美
術

館
研
究
紀
要
』第
十
七
号
、新
潟
県
立
万
代
島
美
術
館
、二
〇
一
九
年
三
月
。

註
40　
　

前
掲
註
６
。

註
41　
　

 

湯
川
秀
樹「
荘
子
」一
九
六
一
年
四
月［『
湯
川
秀
樹
著
作
集
六 

読
書
と
思
索
』岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
、二
四
―
二
五
頁
］。

註
42　
　

 

湯
川
秀
樹（
宮
地
伝
三
郎
・
福
永
光
司
対
談
）「
荘
子
の
世
界
」『
湯
川
秀
樹
対
談
集 

人
間
の
発

見
』講
談
社
、一
九
七
六
年
、六
〇
―
六
一
頁
。

註
43　
　

 

湯
川
秀
樹「
具
象
以
前
」一
九
六
一
年
一
月［『
湯
川
秀
樹
著
作
集
四 

科
学
文
明
と
創
造
性
』岩

波
書
店
、一
九
八
九
年
、六
三
―
六
四
頁
］。

註
44　
　

 

木
村
荘
八「
獨
立
す
る
ま
で
」『
南
緣
隨
筆
』河
出
書
房（
市
民
文
庫
）、一
九
五
一
年
、一
二
六
―

一
二
七
頁
。

註
45　
　

 

田
中
淳『
太
陽
と「
仁
丹
」―
―
一
九
一
二
年
の
自
画
像
群
・
そ
し
て
ア
ジ
ア
の
な
か
の「
仁

丹
」』ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、二
〇
一
二
年
、一
五
五
―
一
五
七
頁
。

註
46　
　

 

小
林
德
三
郎「
フ
ユ
ウ
ザ
ン
會
頃
の
萬
君
」『
ア
ト
リ
ヱ
』第
四
巻
第
六
号
、一
九
二
七
年
七
月
。

註
47　
　

 

萬
博
輔「
父
の
こ
と
ど
も
」『
現
代
日
本
美
術
全
集
二 

萬
鐵
五
郎
集
』細
川
書
店
、一
九
五
四

年
、七
頁
。

註
48　
　

 

小
林
德
三
郎「
鐡
人
の
一
面
」『
美
術
新
論
』第
二
巻
第
六
号
、一
九
二
七
年
六
月
。

註
49　
　

 

水
沢
勉「
萬
鉄
五
郎
、そ
の
突
破
口
―
―
新
出
の
写
真
資
料
を
め
ぐ
っ
て
」『
再
考
・
萬
鉄
五
郎

展
』図
録
、萬
鉄
五
郎
記
念
美
術
館
、二
〇
〇
六
年
、一
〇
―
一
一
頁
。

註
50　
　

田
中
淳「
断
章
・
萬
鉄
五
郎
が
撮
っ
た
写
真
」同
前
書
、一
三
―
一
四
頁
。

註
51　
　

 

水
沢
勉「
藪
か
ら
棒
で
す
、萬
さ
ん
。―
―
そ
の「
自
写
像
」に
つ
い
て
」『
萬
鉄
五
郎
を
解
い
て
、

見
る
。
―
―
観
る
・
読
む
・
語
る 

萬
鉄
五
郎
―
―
』展
図
録
、萬
鉄
五
郎
記
念
美
術
館
、

二
〇
一
六
年
、二
〇
頁
。

註
52　
　

前
掲
註
36
、五
二
四
頁
。

［
附
記
］

　

本
論
の
執
筆
に
あ
た
り
、岩
手
県
立
美
術
館
に
は
図
版
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、小
川

隆
氏
に
は
禅
宗
の
公
案
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。


