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萬
鐵
五
郎
の「
一
つ
の
球
体
」―
―
禅
を
視
点
と
す
る
解
釈�

�

澤
田

　佳
三

　
　

は
じ
め
に

　
一
九
二
七（
昭
和
二
）年
五
月
一
日
に
神
奈
川
県
茅
ケ
崎
の
自
宅
で
他
界
し
た
萬よ

ろ
ず

鐵て
つ

五ご

郎ろ
う

（
一
八
八
五
―
一
九
二
七
）を
追
悼
す
る
特
集
が
、ほ
ど
な
く
美
術
雑
誌
の
各
誌
で
組
ま
れ
た
。

そ
の
な
か
に
、同
郷
の
田た

子こ

一い
ち

民み
ん（
一
八
八
一
―
一
九
六
三
）が
寄
せ
た「
禪
堂
の
故
萬
君
」と

い
う
一
文
が
あ
る
。

　
禪
室
の
こ
と
を
述
べ
る
の
は
、そ
の
罪
、地
獄
に
ま
つ
さ
か
さ
ま
に
墮
さ
れ
る
と
言
は

れ
て
居
る
。

　
親
子
、夫
妻
の
間
で
も
、こ
れ
を
言
つ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
筆
し
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、萬
鐵
五
郎
君
は
今
日
は
す
で
に
佛
樣
と
な
つ
て
居
る
。

　
明
治
三
十
七
八
年
の
頃
か
ら
、私
逹
同
人
は
熱
心
に
靜
座
し
、參
禪
も
し
て
居
た
。

　（
中
略
）

　
學
者
、實
業
家
、男
女
學
生
な
ど
も
見
え
た
。

　
萬
鐵
五
郎
君
は
こ
の
中
に
居
つ
た
。
萬
君
は
ひ
と
り
で
な
く
、親
戚
の
女
の
方
も
、男

の
方
も
參
じ
て
居
た
。
私
は
今
、氏
名
を
謂
は
な
い
。
が
よ
い
と
思
ふ
。

　
そ
の
頃
の
萬
君
は
學
生
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
萬
君
は
多
く
話
す
人
で
は
な
か
つ

た
。
勿
論
草
庵
で
は
多
く
の
談
論
な
ど
あ
る
べ
き
筈
が
な
い
が
、萬
君
は
多
く
談
る
人

で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
、言
葉
數
の
少
な
い
君
は
、皆
ん
な
か
ら
愛
さ
れ
て
居
た
。
何

と
な
く
、親
し
み
の
あ
る
、超
脫
し
た
靑
年
と
し
て
、皆
か
ら
愛
さ
れ
て
居
た
。

　
そ
の
風
格
は
あ
か
ぬ
け
が
し
、俗
氣
の
な
い
、御
世
辭
の
な
い
、そ
し
て
親
し
み
の
あ

る
何
も
の
か
を
も
つ
て
居
た
の
で
あ
つ
た
。
何
事
に
も
凝
り
性
に
見
え
た
君
は
、禪
に

も
餘
程
凝
つ
て
居
た
と
思
ふ
。
師
事
し
て
居
た
老
師
が
、渡
米
し
て
參
禪
を
き
か
れ
る

事
に
な
つ
た
と
き
、萬
君
も
飃
然
と
し
て
、そ
れ
に
隨
つ
た
一
人
で
あ
つ
た
。（
中
略
）萬

君
も
か
ゝ
る
空
氣
の
中
に
精
進
し
て
居
た
の
で
あ
つ
た
。
殊
に
萬
君
は
同
鄕
の
人
で
も

あ
り
更
殊
可
愛
い
よ
い
人
だ
と
思
つ
て
居
た（
註
１
）。

　
一
九
〇
三（
明
治
三
十
六
）年
に
岩
手
県
の
土
沢（
現
花
巻
市
東
和
町
土
沢
）か
ら
上
京
し
た

萬
鐵
五
郎
は
、後
を
追
っ
て
上
京
し
た
従
兄
弟
の
萬
昌
一
郎（
一
八
八
七
―
一
九
四
三
）と
と

も
に
早
稲
田
中
学
校
に
最
終
的
に
編
入
学
し
、翌
年
か
ら
そ
の
禅
堂
に
通
い
始
め
た
。
そ
れ

は
、昌
一
郎
の
母
萬
タ
ダ（
一
八
六
四
―
一
九
四
四
）の
勧
め
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
鐵
五
郎

の
伯
母
で
あ
る
タ
ダ
は
、病
弱
な
母
を
持
つ
幼
い
鐵
五
郎
ら
兄
弟
を
引
き
と
り（
そ
の
後
、母

親
は
死
去
）、昌
一
郎
と
と
も
に
養
育
し
て
、生
涯
に
わ
た
り
支
援
し
た
人
物
だ
。
田
子
の
回

想
に
登
場
す
る
萬
の
親
戚
の
男
女
と
は
、彼
ら
を
指
す
も
の
だ
ろ
う
。

　
彼
ら
が
参
じ
た
禅
堂
と
は
、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
）が
営
む「
両り

ょ
う

忘ぼ
う

庵あ
ん

」で
あ
っ
た
。
田
子
の
回
想
ど
お
り
宗
活
が
北
米
で
の
布
教

を
計
画
し
た
際
、両
忘
庵
の
門
人
た
ち
も
同
行
す
る
こ
と
に
な
り
、ま
ず
は
中
学
を
退
学
し
た

昌
一
郎
が
、つ
づ
い
て
中
学
を
卒
業
し
た
鐵
五
郎
が
一
行
に
参
加
し
、鐵
五
郎
は
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
ん
だ［
図
１
］。
彼
に
は
ア

メ
リ
カ
東
部
の
美
術
学
校
へ
進
学
す
る
目
論
見
も
あ
っ
た
が
、実
現
せ
ず
に
昌
一
郎
を
残
し

た
ま
ま
帰
国
。
東
京
美
術
学
校
へ
の
進
学
を
目
指
し
た
結
果
、一
九
〇
七
年（
明
治
四
十
）四

月
に
同
校
西
洋
画
科
予
備
科
へ
の
入
学
を
果
た
し
た
。

　
こ
う
し
た
中
学
時
代
か
ら
卒
業
後
に
か
け
て
の「
禅
」と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、萬
は
一
切

語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
ま
で
の
拙
論
で
は
画
学
生
に
な
る
前
の
萬
が
体
験 図１　アメリカでの萬鐵五郎。1906（明治39）年
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し
た
禅
を
視
点
に
、彼
の
残
し
た
言
葉
と
絵
画（
ま
た
は
一
部
の
写
真
）と
を
結
び
つ
け
た
解

釈
を
試
み
て
き
た（
註
２
）。
本
論
で
は
、引
き
つ
づ
き
同
じ
手
法
を
と
り
な
が
ら
、萬
の
用
い
た

「
一
つ
の
球
体
」と
い
う
言
葉
に
着
目
し
、こ
れ
ま
で
の
拙
論
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
な
が
ら
、さ
ら

に
解
釈
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。

　「一
つ
の
球
体
」と
い
う
萬
の
言
葉

　
本
論
で
問
題
と
す
る「
一
つ
の
球
体
」と
い
う
言
葉
は
、「
鉄
人
独
語
」と「
七
光
會
に
出
し
た

繪
其
他
」に
登
場
す
る
。
前
者
は
、萬
の
没
後
に
そ
う
題
さ
れ
た
手
記
で
、彼
が
妻
子
と
と
も

に
帰
郷
し
た
土
沢
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
集
中
的
に
と
り
く
ん
だ
自
画
像
や
郷
里
の
風
景

の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
を
含
む
一
冊
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
書
き
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（
註
３
）。

後
者
は
、土
沢
時
代
の
一
九
一
五（
大
正
四
）年
七
月
に『
岩
手
毎
日
新
聞
』に
発
表
さ
れ
た
萬

の
絵
画
論
で
、後
述
す
る
よ
う
に
草
稿
の
一
部
が「
鉄
人
独
語
」に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
で
は
、

「
鉄
人
独
語
」か
ら
関
係
箇
所
を
抜
粋
す
る
。

　
自
然
を
客
観
と
し
て
見
な
い
自
分
自
ら
に
、自
然
を
持
来
た
す
自
己
を
自
然
の
中
心

に
置
く
事
か
ら
、進
ん
で
自
己
の
中
心
に
自
然
を
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

僕
は
生
活
の
上
か
ら
次
の
事
を
云
い
伝
う
。

一
、�僕
か
ら
云
え
ば
自
然
は
な
い
。
外
界
と
自
己
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て

二
個
の
窓
か
ら
外
界
を
の
ぞ
い
て
居
る
。（
全
部
或
は
一
部
分
が
動
く
が
、要
す
る
に
最
も
初
心

な
見
方
）

二
、�外
界
は
形
態
と
色
彩
で
あ
る
。
形
態
と
色
彩
は
個
人
の
人
格
の
奥
深
い
神
秘
な

力
を
呼
び
醒
す
。（
絵
画
的
と
呼
び
得
る
も
の
）

三
、�呼
び
醒
さ
れ
た
自
己
の
神
秘
な
力
は
、自
己
の
中
心
に
外
界
の
総
て
を
置
く
神
秘

な
力
の
、覚
醒
を
説
明
す
る
企
て
を
我
々
は
絵
画
と
呼
ん
で
居
る
。

四
、�神
秘
な
力
は
分
析
し
た
り
、法
則
を
立
て
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
け
れ
ど

も
、そ
っ
く
り
其
の
儘（
向
上
を
続
け
つ
つ
）絵
画
に
於
て
生
活
せ
し
め
よ
う
と
企
て
て

居
る
の
が
画
家
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

画
家
は
明
日
を
憂
え
て
は
い
け
な
い
。
今
日
、今
、最
も
忠
実
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

外
界
が
、眼
を
通
じ
て
神
秘
な
我
々
の
力
を
呼
び
覚
ま
す
。
此
れ
が
即
ち
美
と
云
っ
て

居
る
事
だ
。
我
々
が
、斯
く
描
こ
う
と
意
志
す
る
事
、そ
れ
が
美
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

美
が
、個
人
に
く
っ
着
い
て
居
る
と
い
う
事
に
気
が
付
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
僕
に
よ
っ
て
野
蕃
人
が
歩
行
を
始
め
た
。
吾
々
は
全
く
無
智
で
い
い
。
見
え
る
も
の

を
見
、き
こ
え
る
も
の
を
聞
き
、食
え
る
も
の
を
食
い
、歩
み
眠
り
描
け
ば
い
い
の
で
あ

る
。
未
来
派
立
体
派
は
正
し
く
文
明
的
産
物
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
明
と
い
う
も
の
に

立
脚
す
る
。
だ
か
ら
浅
薄
な
の
で
あ
る
。
原
人
は
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
。
吾
々
は
自

然
を
模
倣
す
る
必
要
は
な
い
。
自
分
の
自
然
を
表
わ
せ
ば
よ
い
の
だ
。
円
い
も
の
を
描

い
た
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
円
い
も
の
を
描
き
た
い
か
ら
な
の
で
、他
に
深
い
意
味
も
な
に

も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

僕
の
希
望
は
野
蕃
時
代
に
か
え
る
事
で
は
な
く
、新
し
き
原
始
時
代
を
始
め
る
こ
と
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

僕
の
求
め
る
も
の
は
絵
で
は
な
く
生
活
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
僕
は
悶
え
苦
し
み
な
が
ら
、ゴ
ロ
ゴ
ロ
転
げ
落
ち
つ
つ
あ
る
様
に
感
じ
ま
す
。
こ
れ

が
あ
る
幸
福
感
を
僕
に
与
え
る
の
で
す
。
声
高
く
、な
ん
た
る
事
で
し
ょ
う
、な
ん
た
る

不
幸
で
し
か
も
幸
福
な
事
で
し
ょ
う
。（
中
略
）忍
苦
で
な
く
享
楽
で
す
。
い
や
忍
苦
即

ち
享
楽
で
す
。
神
経
と
肉
体
と
カ
ン
バ
ス
と
絵
具
と
が
、同
時
に
燃
え
る
瞬
間
だ
け
な

の
で
す
。
あ
る
が
儘
の
自
然
で
は
満
足
し
切
れ
な
い
の
が
頗
る
問
題
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

僕
は
常
に
僕
の
生
活
を
考
え
る
。

　
そ
れ
は
虚
無
の
中
に
一
つ
の
球
体
が
絶
え
ず
燃
焼
し
、絶
え
ず
発
散
す
る
光
景
を
以

て
考
え
る
。
自
己
の
生
活
は
凡
て
の
物
の
中
心
で
、其
の
他
一
切
の
総
て
の
も
の
は
誠

に
幽
霊
に
過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。（
中
略
）僕
は
何
等
の
信
条
も
な
く
、主
義
も
形
式
も

な
く
、唯
々
や
ろ
う
と
企
て
る
神
秘
な
力
に
よ
っ
て
凡
て
を
な
す
が
企
て
の
通
り
に
行

く
も
の
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
自
然
対
自
己
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、心
を
ひ
く
光
景
の
前
に
佇
立
す
る
の
で
全
感

能
を
通
じ
、よ
り
多
く
網
膜
を
通
じ
て
精
神
は
表
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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即
ち
対
客
観
の
自
己
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絵
を
描
く
の
は
、自
己
の
精
神
に

形
式（
云
い
得
べ
く
ん
ば
）―
カ
ン
バ
ス
―
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
然
し
僕
の
経
験
を
以
て
す

れ
ば
、此
の
色
を
用
い
た
い
と
い
う
思
想
は
、純
真
な
美
で
あ
る
か
ら
、網
膜
の
印
象
を

排
し
て
、根
本
的
な
色
彩
及
び
形
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
僕
は
強
い
、或
る
烈
し
い
筈
の

概
念
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
た
く
な
い
の
で
、唯
純
真
な
ら
ん
事
を
期
し
て
居
る
。
仕
事
に

於
て
吸
収
―
発
散
又
は
受
入
―
反
射
、反
射
即
ち
自
己
放
射
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

唯
今
に
於
て
絶
対
の
結
晶
、又
は
燃
焼
に
と
入
る
の
み
。
其
の
他
に
対
す
る
余
裕
を

持
っ
て
居
な
い
し
、若
し
未
来
を
計
量
し
、過
去
を
追
う
事
が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は

弛
緩
生
活
に
於
て
で
あ
っ
て
、最
高
生
活
に
於
て
で
は
な
い（
註
４
、傍
線
は
引
用
者
）。

　「
僕
の
文
章
を
見
る
と
支
離
滅
裂
の
様
で
あ
る
。
だ
が
僕
は
意
味
を
徹
底
さ
せ
整
頓
を
付

け
、哲
理
的
の
言
葉
で
修
飾
し
よ
う
と
し
な
い
、今
云
い
た
い
事
を
無
秩
序
に
述
べ
る
ま
で
で

あ
る
」と
、「
鉄
人
独
語
」の
な
か
で
自
身
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、ま
た
メ
モ
書
き
と
い
う
性

格
上
、読
み
解
き
に
く
い
部
分
も
あ
る
。
と
は
い
え
、拙
論（
２
）で
は
、「
鉄
人
独
語
」に
登
場

す
る「
原
人
」と
い
う
言
葉
に
焦
点
を
当
て
た
解
釈
を
し
た
よ
う
に
、こ
の
手
記
は
萬
の
内
奥

を
知
る
上
で
重
要
な
記
述
を
多
く
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

　
抜
粋
箇
所
か
ら
見
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
あ
げ
れ
ば
、「
生
活
」「
自
然（
客
観
）対
自
己
の
問

題
」「
自
己
の
神
秘
な
力
の
覚
醒（
美
）」「
燃
焼（
発
散
・
反
射
・
自
己
放
射
・
結
晶
・
純
真
）」で
あ

り
、そ
れ
ら
に
自
己
た
る「
画
家
」と「
絵
画
」が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
要
約
で
き
る
。

次
に
、「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」か
ら
関
係
箇
所
を
抜
粋
し
、両
者
を
比
較
す
る
。

　
　
　［
上
］

　
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
內
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
內
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
畵
家
は
客
觀
の
實
在
性
と
內
面
の

情
熱
と
の
苦
る
し
い
戰
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
雜
な
巴
形
の
渦
卷
的
塊

り
が
畵
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

畵
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（
中
略
）我
々
が
光
を
見
得
る
の
は
只
純
眞
な
瞬
間

即
ち
自
己
に
徹
し
た
刹
那
に
於
て
の
み
で
あ
る
事
を
思
ふ
。
自
分
は
常
に
虛
無
の
中
に

絕
え
ず
燃
燒
し
發
散
す
る
處
の
或
一
の
球
体
を
持
つ
て
自
分
の
生
活
を
考
へ
て
居
る
。

　
　
　［
下
］

現
在
迄
來
て
居
る
自
分
の
必
然
的
な
推
移
の
過
程
を
簡
單
に
示
せ
ば
次
の
樣
に
な
る
。

發
生
的
及
び
模
傚
的
自
然
の
再
現
―
―
印
象
派
的
網
膜
と
形
に
對
す
る
熱
望
と
の
矛
盾

的
共
存
―
―
內
生
活
表
現
の
衝
動
―
―
形
態
の
繪
畵
的
膨
脹
と
平
面
化
―
―
自
己
對
客

觀
の
本
然
の
姿
即
ち
受
入
に
よ
る
情
熱
の
覺
醒（
現
在
の
立
場
）―
―
X

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

今
は
自
分
に
と
つ
て
最
も
大
切
な
期
間
に
な
つ
て
居
る
。
あ
ら
ゆ
る
周
圍
と
戰
ひ
色
ん

な
關
係
を
切
り
離
し
て
此
處
に
自
由
に
製
作
し
得
る
僅
か
な
極
僅
か
な
期
間
を
作
つ
た

の
で
あ
る
。（
中
略
）此
の
期
間（
九
月
迄
續
く
つ
も
り
で
あ
る
）を
最
も
貴
重
に
過
し
藝

術
的
欲
望
を
現
實
に
生
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
を
自
分
に
感
じ
て
居
る（
註
５
、傍
線
は

引
用
者
）。

　
同
様
に
、キ
ー
ワ
ー
ド
を
あ
げ
れ
ば
、「
生
活
」「
客
觀
對
自
己
の
問
題
」「
自
己
即
客
觀
の
境

地
」「
內
面
に
燃
え
る
情
熱（
奥
深
い
生
活
か
ら
の
願
望
・
藝
術
的
欲
望
）」「
燃
燒（
發
散
・
放

射
）」「
純
眞
な
瞬
間（
自
己
に
徹
し
た
刹
那
）」で
あ
り
、「
鉄
人
独
語
」の
そ
れ
と
ほ
ぼ
重
な
る
。

そ
し
て
、本
論
で
問
題
と
す
る「
一
つ
の
球
体
」を
含
む
箇
所
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

僕
は
常
に
僕
の
生
活
を
考
え
る
。（
改
行
）そ
れ
は
虚
無
の
中
に
一
つ
の
球
体
が
絶
え
ず
燃

焼
し
、絶
え
ず
発
散
す
る
光
景
を
以
て
考
え
る
。（
鉄
人
独
語
）

自
分
は
常
に
虛
無
の
中
に
絕
え
ず
燃
燒
し
發
散
す
る
處
の
或
一
の
球
体
を
持
つ
て
自
分

の
生
活
を
考
へ
て
居
る
。（
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
）

　比
較
す
る
と
、言
葉
の
重
複
を
の
ぞ
く
な
ど
整
理
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
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も
、「
鉄
人
独
語
」に
は「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」の
草
稿
の
一
部
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
知
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、虚
無
の
な
か
に
一
つ
の
球
体
が
絶
え
ず
燃
焼
し
発
散
す
る
光

景
を
も
っ
て
自
分
の
生
活
を
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の「
球
体
」と
は
何
を

指
す
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、禅
を
視
点
と
し
た
解
釈
へ
進
む
。

『
臨
済
録
』の「
六
道
の
神
光
」

　
萬
が
学
ん
だ
禅
宗
は
臨
済
宗
で
、中
国
晩
唐
期
の
禅
僧
臨り

ん

済ざ
い

義ぎ

玄げ
ん（

？
―
八
六
六
／
八
六

七
）が
開
祖
と
な
る
。
そ
の
言
行
録『
臨
済
録
』は
、『
碧へ

き

巌が
ん

録ろ
く

』『
無む

門も
ん

関か
ん

』と
と
も
に
三
代
宗
旨

の
書
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、禅
堂
で
提
唱
さ
れ
る
。
重
複
期
間
は
短
い
も
の
の
、萬
と
同
時
期

に
両
忘
庵
に
出
入
り
し
て
い
た
一
人
に
後
の
女
性
解
放
運
動
家
と
し
て
知
ら
れ
る
平
塚
ら
い

て
う（
本
名
明は

る

、一
八
八
六
―
一
九
七
一
）が
お
り
、彼
女
の
自
伝
に
も
そ
の
こ
と
が
記
述
さ
れ

て
い
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
。（
中
略
）坐
禅
が
身
に
つ
き
、心
境
も
多
少
進
ん
で
か
ら
き

い
た「
臨り

ん

済ざ
い

録ろ
く

」の
提
唱
は
、じ
つ
に
感
銘
深
い
も
の
で
、六
十
年
後
の
今
日
も
、は
っ
き

り
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
後
に
幾
人
も
の
師
家
か

ら
、さ
ま
ざ
ま
な
語
録
の
提
唱
を
き
く
機
会
を
も
ち
ま
し
た
が
、宗
活
老
師
の「
臨
済
録
」

ほ
ど
、わ
た
く
し
に
と
っ
て
す
ば
ら
し
か
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す（
註

６
）。

　
ら
い
て
う
に
感
銘
を
与
え
た
釈
宗
活
に
よ
る
提
唱
は
、後
に『
臨
済
録
講
話
』（
光
融
館
、一

九
二
四
年
。
以
下
、同
書
か
ら
の
引
用
は『
講
話
』と
表
記
）と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、こ
れ
ま
で
の
拙
論
と
同
じ
く
、ま
ず
は『
臨
済
録
』を
中
心
に
し
な
が
ら
、宗
活
に
よ
る

提
唱
内
容
を
あ
わ
せ
見
る
こ
と
で
、萬
の「
一
つ
の
球
体
」に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
く
り
返
す
が
、「
自
分
は
常
に
虛
無
の
中
に
絕
え
ず
燃
燒
し
發
散
す
る
處
の
或
一
の
球
体
を

持
つ
て
自
分
の
生
活
を
考
へ
て
居
る
」と
萬
は
い
う
。
そ
れ
は
、常
に
自
我
意
識
の
中
心
に
据

え
よ
う
と
す
る
彼
の
意
志
で
あ
り
、自
己
の
求
め
る
内
な
る
姿
、心
象
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
一
つ
の
球
体
」は
、萬
の
存
在
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、

絶
え
ず
燃
焼
し
発
散
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
は
あ
る
活
発
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
体
で
あ
る
こ

と
も
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら『
臨
済
録
』を
見
る
と
、「
六
道
の
神
光
」が
関
連

性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、『
臨
済
録
』の
該
当
箇
所
を
原
文
、訓
読
文
、

現
代
語
訳
の
順
に
示
す（
引
用
は
、入
矢
義
高
訳
注『
臨
済
録
』岩
波
文
庫
、一
九
八
九
年
。
以

下
、同
書
か
ら
の
引
用
は『
文
庫
』と
表
記
し
、同
様
の
順
に
示
す
）。

衜
流
、約
山
僧
見
處
、與
釋
迦
不
別
。
今
日
多
般
用
處
、欠
少
什
麽
。
六4

衜4

神4

光4

、未
曾
間

歇
。
若
能
如
是
見
得
、祇
是
一
生
無
事
人
。

道
流
、山
僧
が
見
処
に
約
せ
ば
、釈
迦
と
別
な
ら
ず
。
今
日
多
般
の
用ゆ

う

処し
ょ

、什な

麽に

を
か
欠か

ん

少し
ょ
う

す
。
六
道
の
神じ

ん

光こ
う

、未
だ
曾
つ
て
間か

ん

歇け
つ

せ
ず
。
若
し
能
く
是か

く

の
如
く
見
得
せ
ば
、祇た

だ

是
れ
一
生
無
事
の
人
な
り
。

君
た
ち
、わ
し
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、こ
の
自
己
は
釈
迦
と
別
で
は
な
い
。
現
在
の
こ
の

さ
ま
ざ
ま
な
は
た
ら
き
に
何
の
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
こ
の
六
根
か
ら
働
き
出

る
輝
き
は
、か
つ
て
と
ぎ
れ
た
こ
と
は
な
い
の
だ
。
も
し
、こ
の
よ
う
に
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、こ
れ
こ
そ
一
生
大
安
楽
の
人
で
あ
る（『
文
庫
』三
四
―
三
五
頁
、傍
点
は

引
用
者
）。

　
次
に
、宗
活
に
よ
る
提
唱
を
見
る
。

　
六
衜
と
云
ふ
の
は
、衜
の
字
は
神
光
と
云
ふ
か
ら
、茲
で
は
衜
と
云
う
た
の
で
、六
根

門
よ
り
、常
に
光
を
放
つ
意
味
で
、眼
之
見
、耳
之
聞
、鼻
之
嗅
、舌
之
味
、身
之
觸
、意
之

法
、皆
な
是
れ
當
體
神
妙
で
あ
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
證
衜
歌
に
、六
般
の
神
用
と
あ
る
も

同
じ
こ
と
ぢ
や
。
人
々
朝
か
ら
晩
ま
で
、そ
の
働
き
を
働
か
し
て
居
る
上
に
於
て
未
だ

曾
て
、少
し
も
歇
け
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
ま
い
が
、此
六
根
門
頭
に
於
て
、融ゆ

う

通づ
う

無む

礙げ

、

自
在
な
る
が
、釋
迦
の
境
界
ぢ
や
。
釋
迦
も
缺
歇
せ
ぬ
が
、我
等
も
間
歇
せ
ぬ
で
あ
ら

う
。
若
能
く
か
く
の
如
く
見
得
せ
ば
、一
生
無
事
底
の
人
ぢ
や（『
講
話
』一
六
九
頁
）。

　
こ
の
よ
う
な
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い「
六
道
の
神
光
」と
は
、六ろ

っ

根こ
ん（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意

の
六
つ
の
感
覚
器
官
）を
と
お
し
て
常
に
は
た
ら
く
身
心
の
感
覚
作
用
の
譬
喩
で
あ
り
、自
身

に
具
わ
っ
た
感
覚
の
は
た
ら
き
を
光
に
た
と
え
た
も
の
だ
と
さ
れ
る（
註
７
）。
な
お
、「
道
」は
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光
線
の
す
じ
を
意
味
す
る
。
ま
た
、臨
済
は「
無
事
人
」に
つ
い
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。

無
事
是
貴
人
、但
莫
造
作
、祇
是
平
常
。
你
擬
向
外
傍
家
求
過
、覓
脚
手
。
錯
了
也
。

無ぶ

事じ

是
れ
貴き

人に
ん

、但た

だ
造ぞ
う

作さ

す
る
こ
と
莫
れ
、祇た

だ
是
れ
平
常
な
れ
。
你
、外
に
向
っ
て

傍ぼ
う

家け

に
求ぐ

過か

し
て
脚き

ゃ
く

手し
ゅ

を
覓も

と

め
ん
と
擬ほ

っ

す
。
錯
り
了お

わ

れ
り
。

な
に
ご
と
も
し
な
い
人
こ
そ
が
高
貴
の
人
だ
。
絶
対
に
計
ら
い
を
し
て
は
な
ら
ぬ
。
た

だ
あ
る
が
ま
ま
で
あ
れ
ば
よ
い
。
君
た
ち
は
、わ
き
道
の
方
へ
探
し
て
行
っ
て
手
助
け

を
得
よ
う
と
す
る
。
大
ま
ち
が
い
だ（『
文
庫
』四
六
―
四
八
頁
）。

　
そ
し
て
、臨
済
が
別
の
段
で
説
い
て
い
る
内
容
も「
六
道
の
神
光
」と
同
種
の
譬
喩
と
捉
え

ら
れ
よ
う
。

你
要
與
祖
佛
不
別
、但
莫
外
求
。
你
一
念
心
上
淸
淨
光
、是
你
屋
裏
法
身
佛
。
你
一
念
心

上
無
分
別
光
、是
你
屋
裏
報
身
佛
。
你
一
念
心
上
無
分
別
光
、是
你
屋
裏
化
身
佛
。
此
三

種
身
、是
你
卽
今
目
歬
聽
法
底
人
。
祇
爲
不
向
外
馳
求
、有
此
功
用
。

你
は
祖
仏
と
別
な
ら
ざ
ら
ん
と
要ほ

っ

せ
ば
、但た

だ
外
に
求
む
る
こ
と
莫
れ
。
你
が
一
念
心

上
の
清し

ょ
う

浄じ
ょ
う

光こ
う

は
、是
れ
你
が
屋
裏
の
法ほ

っ

身し
ん

仏ぶ
つ

な
り
。
你
が
一
念
心
上
の
無
分
別
光
は
、是

れ
你
が
屋
裏
の
報ほ

う

身し
ん

仏ぶ
つ

な
り
。
你
が
一
念
心
上
の
無
差
別
光
は
、是
れ
你
が
屋
裏
の
化け

身し
ん

仏ぶ
つ

な
り
。
此
の
三
種
の
身
は
、是
れ
你
即
今
目
前
聴
法
底
の
人
な
り
。
祇た

だ
外
に

向
っ
て
馳
求
せ
ざ
る
が
為
に
、此
の
功こ

う

用ゆ
う

有
り
。

君
た
ち
が
祖
仏
と
同
じ
で
あ
り
た
い
な
ら
ば
、決
し
て
外そ
と

に
向
け
て
求
め
て
は
な
ら
ぬ
。

君
た
ち
の［
本
来
の
］心
に
具
わ
っ
た
清
浄
の
光
が
、君
た
ち
自
身
の
法
身
仏
な
の
だ
。

君
た
ち
の［
本
来
の
］心
に
具
わ
っ
た
、思
慮
分
別
を
超
え
た
光
が
、君
た
ち
自
身
の
報
身

仏
な
の
だ
。
ま
た
、君
た
ち
の［
本
来
の
］心
に
具
わ
っ
た
、差
別
の
世
界
を
超
え
た
光

が
、君
た
ち
自
身
の
化
身
仏
な
の
だ
。
こ
の
三
種
の
化
身
と
は
、今
わ
し
の
面
前
で
説
法

を
聴
い
て
い
る
君
た
ち
そ
の
も
の
な
の
だ
。
外
に
探
し
求
め
な
い
か
ら
こ
そ
、こ
の
よ

う
な［
す
ば
ら
し
い
］は
た
ら
き
を
具
え
て
い
る
わ
け
だ（『
文
庫
』三
六
、三
八
頁
）。

　
こ
の
よ
う
に
、光
が
心
の
は
た
ら
き
の
譬
喩
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
、自
身
に
本
来
具
わ
る

「
六
道
の
神
光
」を
し
か
と
見
得
で
き
た
者
を
、臨
済
は「
一
生
無
事
の
人
」と
い
い
、さ
ら
に

「
無む

依え

の
道ど

う

人に
ん

」と
呼
ぶ
。

所
以
古
人
云
、平
常
心
是
衜
。
大
德
、覓
什
麽
物
。
現
今
目
歬
聽
法
無
依

4

4

衜4

人4

、歷
歷
地

分
明
、未
曾
欠
少
。
你
若
欲
得
與
祖
佛
不
別
、但
如
是
見
、不
用
疑
誤
。

所
以
に
古
人
云
く
、平び

ょ
う

常じ
ょ
う

心し
ん

是
れ
道ど

う

、と
。
大
徳
、什な

麽に

物も
の

を
か
覓
む
。
現
今
目
前
聴
法

の
無
依
の
道ど

う

人に
ん

は
、歴
歴
地
に
分
明
に
し
て
、未
だ
曾か

つ
て
欠
少
せ
ず
。
你
若
し
祖
仏
と

別
な
ら
ざ
ら
ん
と
欲ほ

得つ

す
れ
ば
、但
だ
是か

く

の
如
く
見
て
、疑ぎ

誤ご

す
る
こ
と
を
用
い
ざ
れ
。

さ
れ
ば
こ
そ
古
人
は
そ
こ
を『
平
常
心
が
そ
の
ま
ま
道
で
あ
る
』と
も
言
っ
た
。

　
諸
君
は
一
体
何
を
求
め
て
い
る
の
か
。
今［
わ
し
の
］面
前
で
説
法
を
聴
い
て
い
る

［
君
た
ち
］無
依
の
道
人
は
、明
々
白
々
と
し
て
自
立
し
、何
も
不
足
な
と
こ
ろ
は
な
い
。

君
た
ち
が
祖
仏
と
同
じ
で
あ
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、こ
う
見
究
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。

思
い
ま
ど
う
必
要
は
な
い（『
文
庫
』八
〇
、八
二
頁
。
傍
点
は
引
用
者
）。

こ
の「
歷
歷
地
分
明
、未
曾
欠
少
」が「
六
道
の
神
光
」を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
理
解
さ
れ

よ
う
。
そ
れ
を
思
い
ま
ど
う
こ
と
な
く
見
究
め
た
者
が「
無
依
の
道
人
」だ
と
い
う
の
だ
。
こ

の「
無
依
の
道
人
」は
、『
臨
済
録
』で
く
り
返
し
用
い
ら
れ
、臨
済
は
一
貫
し
て「
ま
さ
に
お
前

た
ち
こ
そ
が
そ
の
ま
ま
で
無
依
の
道
人
な
の
だ
」と
直
示
し
つ
づ
け
て
い
る（
入
矢
、『
文
庫
』

二
二
一
頁
）。
こ
れ
に
類
似
し
た
用
語
で「
臨
済
禅
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
」の
が「
無む

位い

の

真し
ん

人に
ん

」（
入
矢
、『
文
庫
』二
一
頁
）で
、平
塚
ら
い
て
う
の
自
伝
で
は
宗
活
に
よ
る『
臨
済
録
』提

唱
の
強
烈
な
印
象
と
し
て
回
想
さ
れ
る
一
段
に
あ
た
る（
註
８
）。

　
上
堂
。
云
、赤
肉
團
上
有
一
無
位
眞
人

4

4

4

4

、常
從
汝
等
諸
人
面
門
出
入
。
未
證
據
者
看

看
。

　
上
堂
。
云
く
、赤し

ゃ
く

肉に
く

団だ
ん

上じ
ょ
う

に
一
無む

位い

の
真し

ん

人に
ん

有
っ
て
、常
に
汝
等
諸
人
の
面め

ん

門も
ん

よ
り
出

入
す
。
未
だ
証
拠
せ
ざ
る
者
は
看
よ
看
よ
。

　
上
堂
し
て
言
っ
た
、「
こ
の
肉
体
に
は
無
位
の
真
人
が
い
て
、常
に
お
前
た
ち
の
顔
か
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ら
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
だ
こ
れ
を
見
届
け
て
お
ら
ぬ
者
は
、さ
あ
見
よ
！

さ
あ
見
よ
！
」（『
文
庫
』二
〇
―
二
一
頁
。
傍
点
は
引
用
者
）

　
小
川
隆
氏
に
よ
れ
ば
、「『
赤
肉
団
』は
生
身
の
肉
体
、『
面
門
』は
六
根
の
こ
と（
無
着
道
忠『
臨
済

録
疏
瀹
』）。
六
根
を
通
じ
て
常
に
出
入
し
て
い
る『
無
位
の
真
人
』と
は
、間
断
な
く
は
た
ら
く

仏
性
の
作
用
―
―『
六
道
の
神
光
』―
―
を
擬
人
化
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
」と
い
う（
註
９
）。

「
仏ぶ

っ

性し
ょ
う

」と
は
仏
の
本
性
で
、生
類
に
内
在
す
る
仏
陀
と
な
り
う
る
本
質
の
こ
と
。
こ
う
し
て

「
六
道
の
神
光
」は
、「
無
位
の
真
人
」「
無
依
の
道
人
」と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。

「
一
顆
の
明
珠
」

　
萬
の「
一
つ
の
球
体
」を
考
え
る
上
で
、宗
活
の『
臨
済
録
講
話
』に
お
け
る
次
の
よ
う
な
た

と
え
は
大
き
な
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

箇こ

の
心
地
の
法
は
、何
等
汚
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
。
一
顆く

わ

の
明
珠
の
如
く
、灼
然
と

し
て
終
始
照
り
輝
い
て
居
る（『
講
話
』二
一
一
頁
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

大
衜
を
坐ざ

斷だ
ん

す
る
時
は
、一
顆く

わ

の
明
珠
の
如
く
で
あ
る
。
故
に
隨
處
淸
淨
に
し
て
、光
十

方
に
透
つ
て
萬
法
一
如
な
り
ぢ
や（『
講
話
』二
四
二
頁
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

實
に
内
外
玲
瓏
、明
珠
一
點
の
瑕
な
き
が
如
し
、本
來
淸
淨
ぢ
や（『
講
話
』三
〇
〇
頁
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

無
限
の
空
間
の
隅す

み

か
ら
隅
ま
で
、無
限
の
時
間
の
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
、ぎ
ら
り
ツ
と

色い
ろ

香か

の
變
ら
ぬ
一
顆く

わ

の
名め

い

玉ぎ
ょ
く

で
あ
る（『
講
話
』二
一
六
頁
）。

　
こ
の
よ
う
に
宗
活
は
、「
一
顆
の
明
珠
」ま
た
は「
一
顆
の
名（
明
）玉
」な
ど
の
譬
喩
を
よ
く

用
い
て
い
る
。「
顆か

」と
は
丸
い
も
の
を
数
え
る
助
数
詞
。
そ
し
て
、「
明み

ょ
う

珠し
ゅ

」は
宝
石
の
こ
と
、

明
る
い
た
ま
、輝
く
た
ま
で
あ
り
、摩ま

尼に

珠し
ゅ

、摩
尼
宝ほ

う

珠じ
ゅ（

摩
尼
は
珠
玉
の
総
称
）に
同
じ
。
そ

れ
は
、般は

ん

若に
ゃ

の
智ち

慧え（
真
実
を
認
識
す
る
智
慧
）、あ
る
い
は
仏
性
・
法ほ

っ

性し
ょ
う・
真し

ん

如に
ょ・
本ほ

ん

来ら
い
の

面め
ん

目も
く

に

も
た
と
え
ら
れ
る（
註
10
）。
さ
ら
に
、宗
活
は
臨
済
を
明
玉
に
た
と
え
る
。

其
人
玉
の
如
し
と
云
ふ
言
葉
を
世
間
で
云
ふ
が
、如
し

8

8

ぢ
や
な
い
、此
時
分
の
臨
濟
は
實

に
明
玉
其
も
の
ぢ
や

8

8

8

8

8

8

8

。
一
點
の
、邪
智
邪
念
も
な
い
、こ
れ
が
卽
立
派
な
大
器
と
い
ふ
も

の
ぢ
や（『
講
話
』三
頁
）。

　
ま
た
、宗
活
は
、「
一
顆
の
名（
明
）玉
」を「
一
枚
の
名（
明
）鏡
」と
並
置
し
て
も
い
る
。

そ
れ
を
我
々
修
行
者
は
修
行
鍛
鍊
の
功
に
よ
つ
て
、一
顆
の
名
玉
と
し
て
用
ひ
、一
枚
の

名
鏡
と
し
て
用
ゆ
る
の
で
あ
る（『
講
話
』三
四
五
頁
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

此
の
席
に
現
在
、男
女
老
若
僧
俗
、差
別
は
樣
々
あ
る
が
、各
自
心
內
に
﨤
照
し
て
、心
を

以
て
心
を
御
覧
じ
ろ
。
男
で
も
女
で
も
な
い
、僧
で
も
俗
で
も
な
い
、全
體
一
枚
の
阿あ

字じ

不ふ

生し
ょ
う

の
大
日
輪
で
あ
る
。
阿
彌
陀
佛
で
あ
る
。
一
顆
の
明
玉
、一
枚
の
明
鏡
で
あ
る

（『
講
話
』二
九
四
頁
）。

こ
の
よ
う
に
、宗
活
の
眼
前
に
い
る
各
人
そ
れ
ぞ
れ
が
、全
体
一
枚
の
大
日
輪
で
あ
り
、阿
弥

陀
仏
で
あ
り
、一
つ
の
明
玉
で
あ
り
、一
枚
の
明
鏡
だ
と
た
と
え
る
。
こ
れ
ら
の
た
と
え
は
、

「
六
道
の
神
光
」か
ら
た
ど
っ
て
き
た
内
容
を
ふ
ま
え
れ
ば
理
解
さ
れ
よ
う
。
両
忘
庵
で
の
提

唱
に
お
い
て
宗
活
が
し
ば
し
ば
用
い
た「
一
顆
の
明
珠（
明
玉
・
名
玉
）」を
、若
き
日
の
萬
は
耳

に
し
た
ろ
う
し
、そ
の
こ
と
を
修
行
の
な
か
で
強
く
意
識
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、時
を

へ
て
画
家
と
な
っ
た
萬
が
用
い
た「
一
つ
の
球
体
」が
、言
葉
そ
の
も
の
と
内
容
に
お
い
て
近

似
し
て
い
る
こ
と
が
証
左
と
な
る
。
こ
う
し
て
、虚
無
の
な
か
に
絶
え
ず
燃
焼
し
発
散
す
る

一
つ
の
球
体
が
、内
在
す
る
仏
性
、明
る
く
輝
く
一
つ
の
珠
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
。

太
陽
と
雲
の
譬
喩

　
中
国
盛
唐
期
の
禅
僧
神じ

ん

会ね（
六
八
四
―
七
五
八
）に
よ
っ
て
、禅
宗
は
慧え

能の
う（
六
三
八
―
七
一

三
）の
法
門
を「
南な

ん

宗し
ゅ
う

」、神じ
ん

秀し
ゅ
う（
？
―
七
〇
六
）ら
の
法
門
を「
北ほ

く

宗し
ゅ
う

」と
し
て
二
派
に
分
け
ら
れ

た
。
そ
の
神
秀
ら「
北
宗
」禅
の
考
え
方
に
つ
い
て
、小
川
隆
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
１
）�各
人
の
内
面
に
は「
仏
」と
し
て
の
本
質
―
―
仏
性
―
―
が
も
と
か
ら
完
善
な
形
で

実
在
し
て
い
る
。

（
２
）�し
か
し
、現
実
に
は
、妄
念
・
煩
悩
に
覆
い
か
く
さ
れ
て
、そ
れ
が
見
え
な
く
な
っ
て

い
る
。
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（
３
）�し
た
が
っ
て
、坐
禅
に
よ
っ
て
そ
の
妄
念
・
煩
悩
を
除
去
し
て
ゆ
け
ば
、や
が
て
仏

性
が
顕
わ
れ
出
て
く
る
。

そ
し
て
、こ
う
し
た
考
え
方
を
太
陽
と
雲
の
譬
喩
を
用
い
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
。「
太
陽
の

ご
と
く
輝
く
仏
性
を
、雲
の
ご
と
き
妄
念
・
煩
悩
が
覆
い
か
く
し
て
い
る
。
そ
の
雲
さ
え
払
わ

れ
れ
ば
、太
陽
は
も
と
も
と
そ
こ
に
ま
ば
ゆ
く
照
り
輝
い
て
い
る
―
―
こ
の
譬
喩
は
、こ
の
時

期
の
禅
宗
文
献
に
く
り
か
え
し
現
わ
れ
る
も
の
」だ
と
し
て
、さ
ら
に
同
じ
こ
と
が
塵
と
鏡
の

譬
喩
に
い
い
換
え
ら
れ
て
い
る
と
い
い
、神
秀
と
慧
能
の
偈げ（
詩
）を
紹
介
す
る
。

［
神
秀
］

身
是
菩
提
樹
　
　
　
身み

は
是こ

れ
菩ぼ

提だ
い

の
樹き

心
如
明
鏡
台
　
　
　
心こ

こ
ろ

は
明め

い

鏡き
ょ
う

の
台う

て
な

の
如ご

と

し

時
時
勤
払
拭
　
　
　
時じ

時じ

に
勤つ

と

め
て
払ほ

っ

拭し
き

し

莫
遣
惹
塵
埃
　
　
　
塵じ

ん

埃あ
い

を
惹ひ

か
し
む
る
莫な

か

れ

［
慧
能
］

菩
提
本
無
樹
　
　
　
菩ぼ

提だ
い

本
よ
り
樹き

無
し

明
鏡
亦
非
台
　
　
　
明め

い

鏡き
ょ
う

も
亦ま

た
台う

て
な

に
非あ

ら

ず

本
来
無
一
物
　
　
　
本ほ

ん

来ら
い

無む

一い
ち

物も
つ

何
処
惹
塵
埃
　
　
　
何い

ず

れ
の
処と

こ
ろ

に
か
塵じ

ん

埃あ
い

を
惹ひ

か
ん（
註
11
）

太
陽
と
雲
の
譬
喩
と
同
じ
く
、明
る
く
澄
ん
だ
鏡
の
よ
う
な
仏
性
を
、チ
リ
や
ホ
コ
リ
の
よ
う

な
妄
念
・
煩
悩
が
覆
い
隠
し
て
い
る
。
そ
の
チ
リ
や
ホ
コ
リ
を
拭
き
清
め
れ
ば
、も
と
も
と
そ

こ
に
は
澄
ん
だ
鏡
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。「
名（
明
）玉
」と「
名（
明
）鏡
」を
並
置
し
た
宗
活

の
た
と
え
も
、こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、宗
活
の
北
米
で
の
布
教
に

参
加
し
た
萬
が
、日
本
に
い
る
伯
母
タ
ダ
へ
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、東
部
の
美
術
学
校
へ
の

進
学
希
望
と
、学
費
の
補
助
を
願
い
出
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
あ
な
た
の
明
鏡
に
て
ら
し
て
実

際
に
入
り
て
御
考
え
下
度
候
」（
註
12
）と
記
し
て
い
た
よ
う
に
、「
明
鏡
」は
禅
を
学
ぶ
者
が
共
有

で
き
る
言
葉（
譬
喩
）だ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　
禅
宗
史
に
も
ど
り
、「
北
宗
」禅
は
そ
の
後
衰
退
し
、「
南
宗
」の
慧
能
の
系
統
が
禅
宗
の
主
流

を
形
成
し
て
五
つ
の
門
流
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
が
臨
済
宗
で
あ
る
が
、

太
陽
と
雲
の
譬
喩
は
、宗
活
の『
臨
済
録
講
話
』に
も
登
場
す
る
。

こ
れ
は
、胸
中
に
妄も

う

情じ
ゃ
う

を
生
ず
る
こ
と
ぢ
や
。
丁
度
、澄
み
渡
つ
た
靑
天
白
日
の
下
に
、

一
點
の
雲う

ん

翳え
い

を
、生
ず
る
や
う
な
も
の
ぢ
や
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
は
び
こ
つ
て
、慧え

日に
ち

の

光
を
朦く

ら

ま
す
。
實
智
、卽
ち
根
本
の
大
智
を
隔
て
る（『
講
話
』一
八
〇
頁
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

人
々
の
一
念
心
上
に
於
け
る
疑
ひ
、卽
ち
疑ぎ

惑わ
く

ぢ
や
。
は
じ
め
は
、ふ
ツ
と
、晴
天
に
、纔

か
一
點
の
雲
が
現
は
れ
た
や
う
な
有
樣
、そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
胸
一
ぱ
い
に
廣
が
つ
て

來
て
、何
か
胸
へ
土
の
か
た
ま
り
で
も
、押
し
上
つ
て
來
た
や
う
な
心
も
ち
、一
大
疑
惑

と
な
つ
て
凝こ

り
固
ま
つ
て
、色
々
な
障し

や
う

礙げ

を
す
る（『
講
話
』二
六
六
頁
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

雲
霧
の
太
陽
の
光
を
葢
ふ
樣
な
有
樣
で
、本
心
本
性
の
光
を
昧
ま
す（『
講
話
』三
四
六

頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

本
心
の
日
輪
　
葢
ふ
所
の
妄
想
や
、見
障
の
雲
が
な
け
れ
ば
、時
間
を
盡
し
空
間
を
盡
し

て
、麗
か
な
ら
ざ
る
處
無
し
ぢ
や
。（
中
略
）迷
悟
と
も
に
盡
し
た
日
本
晴
れ
ぢ
や（『
講

話
』四
九
九
頁
）。

こ
の
よ
う
に
、宗
活
が
こ
の
譬
喩
を
た
び
た
び
用
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
拙
論（
１
）

で
は
、煩
悩
の
た
と
え
と
し
て
の「
雲
」を
視
点
に
、萬
の
描
い
た
雲
を
自
画
像
と
の
関
わ
り
か

ら
す
で
に
論
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
本
論
の
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
あ
わ
せ
れ
ば
、彼
の
描

い
た
雲
の
下
に
は「
太
陽
」が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
油
彩
に
よ
る《
雲
の
あ
る

自
画
像
》［図
２
］（
註
13
）、素
描
の
自
画
像［
図
３
］、そ
し
て
裸
婦
と
い
う
異
形
の
姿
に
自
身
の
肖
像
を

重
ね
あ
わ
せ
た《
裸
体
美
人
》［図
４
］に
描
か
れ
た「
雲
」に
は
、い
ず
れ
も
萬
自
身
に
内
在
す
る

仏
性
―
―
ま
ば
ゆ
く
照
り
輝
く
太
陽
―
―
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
ま
た
、油
彩
に
よ

る
も
う
一
点
の
自
画
像［
図
５
］で
は
、「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」の
中
で
萬
が
形
容
し
た「
赤

と
黑
と
の
も
つ
れ
合
つ
た
複
雜
な
巴
形
の
渦
卷
的
塊
り
」、す
な
わ
ち「
雲
」を
自
己
格
闘
の
末

に
解
い
た
そ
の
片
片
と
し
て
、二
つ
の
雲
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

太
陽
と
電
灯

　
雲
に
隠
さ
れ
た
太
陽
の
ほ
か
に
、萬
は
太
陽
そ
の
も
の
を
主
役
に
画
面
に
大
き
く
描
い
て

い
る
。《
裸
体
美
人
》を
卒
業
制
作
と
し
て
提
出
し
た
一
九
一
二（
明
治
四
五
・
大
正
元
）年
の
第
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図２　�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

図３　�萬鐵五郎［自画像］「スケッチブック　その25」1908/1912
（明治41/45・大正元）年頃　鉛筆・冊子　18.3×11.1cm　

　　　岩手県立美術館蔵

図４　�萬鐵五郎《裸体美人》1912（明治45）年　油彩・キャン
ヴァス　162.0×97.0cm　東京国立近代美術館蔵　重
要文化財

図５　�萬鐵五郎《雲のある自画像》1912（明治45・大正元）年　油彩・キャンヴァス　59.5
×49.0cm　大原美術館蔵
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一
回
ヒ
ュ
ウ
ザ
ン
会
展
に
出
品
し
た《
太
陽
の
麦
畑
》［図
６
］や《
煙
突
の
あ
る
風
景
》（
所
在
不

明
）、ま
た
同
じ
頃
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る《
太
陽
と
道
》［図
７
］な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、《
太
陽
と

道
》に
は
左
右
を
反
転
さ
せ
た
木
版
画［
図
８
］も
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
太
陽
は
、萬
に
よ
っ

て
近
い
時
期
に
描
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、果
た
し
て
同
一
の
も
の
と
し
て
見
て
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

　
当
時
、輸
入
さ
れ
た
洋
書
の
図
版
を
と
お
し
て
、萬
ら
若
き
画
学
生
や
画
家
た
ち
は「
後
期

印
象
派
」の
画
家
た
ち
と
絵
画
を
知
り
、多
分
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
創
作
に
励
ん
だ
こ
と
は

よ
く
述
べ
ら
れ
る
。
田
中
淳
氏
は
、ゴ
ッ
ホ
の《
種
ま
く
人
》［図
９
］と
と
も
に
、萬
の
油
彩
画
や

岸
田
劉
生
の《
夕
陽
》（
一
九
一
二
年
、京
都
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）を
並
べ
る
こ
と
で
、そ
の
影

響
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、そ
う
し
た
指
摘
だ
け
で
は
決
し

て
語
れ
な
い
面
が
あ
る
の
も
事
実
だ
と
し
て《
裸
体
美
人
》を
例
に
論
じ
て
い
る（
註
14
）。
ま

た
、河
田
明
久
氏
は
、萬
の《
太
陽
の
麦
畑
》に
お
い
て
太
陽
か
ら
放
た
れ
た
光
が
放
物
線
を
描

い
て
地
上
の
麦
畑
に
達
し
て
い
る
よ
う
な
太
陽
の
表
現
は
ゴ
ッ
ホ
に
は
見
ら
れ
な
い
と
し

て
、田
中
恭
吉
や
柳
瀬
正
夢
、川
端
龍
子
な
ど
を
例
に
あ
げ
て「
慈
雨
の
よ
う
に
降
り
注
ぐ
陽

光
と
い
う
同
時
代
の
共
通
理
解
」が
画
家
た
ち
に
は
共
有
さ
れ
て
い
た
と
し
て
区
別
し
て
い

る（
註
15
）。

　
河
田
氏
は
、同
じ
く
大
正
期
の
絵
画
に
お
け
る
生
命
の
図
像
を
分
析
す
る
な
か
で
、譬
喩
と

し
て
の
太
陽
を
二
種
類
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
肯
定
的
な
価
値
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

の
太
陽
は
、そ
こ
に
い
た
る『
道
』を
空
間
の
よ
う
に
思
い
描
く
場
合
に
は
絶
対
的
な
他
者
と

な
り
、未
来
へ
向
う
時
間
と
し
て
と
ら
え
る
場
合
に
は
来
る
べ
き
理
想
的
な
自
己
と
な
る
」と

い
う
の
だ
。
例
え
ば
、萬
の
木
版
画
な
ど
は
前
者
に
、ま
た
萬
の「
虚
無
の
中
に
一
つ
の
球
体

が
絶
え
ず
燃
焼
し
、絶
え
ず
発
散
す
る
」よ
う
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
は
後
者
、つ
ま
り
理
想
の
自

己
を
あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
だ
と
い
う
。
し
か
も
、萬
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
二
種
類
の

太
陽
は
一
個
人
の
な
か
で
重
な
り
合
う
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
」と
し
て
、大
正
四
年
の
岸

田
劉
生
の
言
葉「
自
分
は
自
分
の
太
陽
で
あ
る
事
を
は
つ
き
り
自
分
で
知
り
た
い
」を
引
き
、

こ
の
間
の
機
微
を
伝
え
て
い
る
と
論
じ
て
い
る（
註
16
）。
こ
れ
ら
の
細
や
か
な
分
析
の
と
お

り
、萬
が
描
い
た
太
陽
は
、た
と
え
同
時
期
で
あ
っ
て
も
同
一
と
は
限
ら
ず
、作
品
ご
と
に
考

え
る
べ
き
問
題
な
の
だ
。

　
さ
ら
に
、萬
の
画
面
に
は
太
陽
と
同
じ
く
発
光
体
と
し
て
の
照
明
が
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ

ら
れ
、画
家
の
関
心
を
示
す
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
同
じ
く
照
明
も
発
光
体
で
は

あ
る
が
、や
は
り
太
陽
と
は
区
別
し
て
論
ず
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
田
中
氏
に
よ
れ
ば
、明
治

か
ら
大
正
に
移
り
変
わ
る
頃
に
屋
内
照
明
は
ガ
ス
灯
か
ら
電
灯
に
替
わ
り
、タ
ン
グ
ス
テ
ン

電
球
の「
太
陽
光
線
に
近
似
」し
た
光
を
室
内
で
も
得
た
こ
と
、つ
ま
り
そ
う
し
た
生
活
の
変

化
が
萬
の
制
作
動
機
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
し
て
、「
仁
丹
」の
イ
ル

図６　�萬鐵五郎《太陽の麦畑》1912（明治45・大正元）年頃　油彩・板　
23.4×33.0cm　東京国立近代美術館蔵

図８　萬鐵五郎《太陽と道》1912（明治45・大正元）年頃　木版・紙　
10,1×13.9cm　岩手県立美術館蔵

図７　萬鐵五郎《太陽と道》1912（明治45・大正元）年頃　油彩・板　
24.0×33.0cm　萬鉄五郎記念美術館蔵

図９　フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》1888年　油彩・キャ
ンヴァス　64.2×80.3cm　クレラー＝ミュラー美術館蔵
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ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、活
動
写
真
館
内
の
シ
ネ
マ
の
光
や
案
内
嬢
、《
自
画
像
》［図
10
］の
電
灯
、《
風
船

を
も
つ
女
》［図
11
］の
電
笠
と
次
々
に
モ
チ
ー
フ
は
移
り
変
わ
っ
た
が
、い
ず
れ
も「
萬
の
強
い

発
光
と
い
う
人
工
光
線
へ
の
一
連
の
感
心
を
示
し
て
」お
り
、そ
れ
が
新
聞
の
挿
絵
や
ス
ケ
ッ

チ
、油
彩
画
の
習
作
、タ
ブ
ロ
ー
で
あ
ろ
う
と
も
、「
同
じ
画
家
の
関
心
の『
表
現
』と
み
る
べ
き

も
の
で
あ
る
」と
い
う（
註
17
）。

平
塚
ら
い
て
う
の
存
在

　
萬
と
同
時
期
に
、平
塚
ら
い
て
う
が
両
忘
庵
で
宗
活
に
参
禅
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
。

そ
の
後
、萬
が
画
学
生
時
代
を
送
る
な
か
で
、ら
い
て
う
は
世
間
を
に
ぎ
わ
す
存
在
と
な
る
。

一
九
〇
八（
明
治
四
一
）年
三
月
に
は
、夏
目
漱
石
門
下
の
森
田
草そ

う

平へ
い（
本
名
米
松
、一
八
八
一

―
一
九
四
九
）と
の
情
死
未
遂
事
件
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
新
聞
に
書
き
立
て
ら
れ
、翌
年

に
は
草
平
が
事
件
を
題
材
と
し
た
自
伝
小
説『
煤ば

い

煙え
ん

』を『
東
京
朝
日
新
聞
』に
連
載
し
た
た
め

「
煤
煙
事
件（
塩
原
事
件
）」と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
話
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、萬
の
卒
業

年
次
一
九
一
一（
明
治
四
四
）年
九
月
に
は
、日
本
初
の
女
性
文
芸
誌『
青せ

い

鞜と
う

』を
発
刊
し
、発
刊

の
辞「
元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
」を
発
表
し
て
大
き
な
反
響
を
呼
ぶ
。
し
か
し
、相
次
ぐ

発
禁
処
分
や
、尾
竹
紅こ

う

吉き
ち（

本
名
一
枝
、一
八
九
三
―
一
九
六
六
）を
中
心
と
す
る
青
鞜
の
一
部

社
員
の
言
動
が
ゴ
シ
ッ
プ
記
事
と
し
て
扱
わ
れ
、世
間
は
青
鞜
に
集
う
女
性
た
ち
を「
新
し
い

女
」と
し
て
批
判
嘲
笑
の
目
で
見
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、一
九
一
三（
大
正
二
）年
一
月
に

は
、ら
い
て
う
自
身
が『
中
央
公
論
』に「
新
し
い
女
」を
発
表
し
て
自
認
す
る
な
ど
、「
新
し
い

女
」は
流
行
語
と
な
っ
て
、ら
い
て
う
は
そ
の
第
一
人
者
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
註
18
）。

　
そ
う
し
た
＂時
の
人＂
平
塚
ら
い
て
う
を
、萬
の
創
作
と
結
び
つ
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
意

見
が
あ
る
。
長
田
謙
一
氏
は「
元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
」を
中
心
に
、田
中
淳
氏
は「
新
し

い
女
」を
中
心
に
し
な
が
ら
、い
ず
れ
も「
太
陽
」を
重
要
視
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る（
註
19
）。

た
だ
し
、萬
と
ら
い
て
う
の
共
通
項
で
あ
る「
禅
」を
、そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
の
直
接
的
な
視
点
に

は
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、本
論
で
は
そ
の
共
通
項
を
視
点
と
し
た
考
察
を
進
め
る
が
、結
論

を
い
え
ば
両
者
の
見
解
と
多
く
の
点
で
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
晩
年
の
平
塚
ら
い
て
う
と
二
十
年
ほ
ど
交
流
し
た
小
林
登
美
枝
氏
は
、う
ち
約
十
年
間
は

秘
書
的
な
役
目
も
し
な
が
ら
、ら
い
て
う
の
自
伝『
元
始
、女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
』の
出
版
に

協
同
し
て
あ
た
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、ら
い
て
う
に
よ
る『
青
鞜
』発
刊
の
辞
は
、明（
ら
い

て
う
の
本
名
）の
心
の
内
部
に
入
っ
て
み
る
と
、「
わ
た
し
に
は
手
に
と
る
よ
う
に
よ
く
分
か

る
」と
い
う
。

図10　�萬鐵五郎《自画像》1913（大正２）年頃　水彩・紙　34.5×25.7cm　岩手県立美
術館蔵

図11　�萬鐵五郎《風船をもつ女》1913（大正２）年頃　油彩・キャンヴァス　72.4×
52.9cm　岩手県立美術館蔵
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こ
れ
を
書
い
た
時
点
で
、明
の
意
識
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、禅
の
思
想
で
あ
り
、坐

禅
、見
性
の
体
験
で
あ
っ
た
。
一
定
の
婦
人
解
放
思
想
と
か
社
会
科
学
的
な
方
法
論
と

い
っ
た
も
の
は
、ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。「
元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
」と
い
う
こ
と
ば

に
つ
い
て
も
、今
ま
で
意
識
下
に
た
く
わ
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
出
て
き
た
ま
で
で

あ
っ
た
と
明
は
言
っ
て
い
る
。
自
伝
に
よ
る
と
、「
と
こ
ろ
が
こ
の
言
葉
に
は
は
か
ら
ず

も
女
性
の
歴
史
の
客
観
的
な
事
実
が
宿
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
す
。
母
系
社
会
の

崩
壊
と
家
父
長
制
の
出
現
に
と
も
な
っ
て
、男
子
の
専
制
と
婦
人
の
隷
属
が
は
じ
ま
り
、

次
第
に
婦
人
の
人
間
性
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、こ
の
太
陽
と
月
と
い
う
言
葉
に

象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」（『
元
始
、女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
』上
）と
い
う

ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
知
識
は
、の
ち
に
明
が
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　「
禅
」を
鍵
と
し
て
こ
の
全
文
を
解
釈
し
て
ゆ
く
と
、納
得
で
き
る
箇
所
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。（
中
略
）

明
は
、こ
の
発
刊
の
辞
の
中
に
、「
禅
」と
い
う
こ
と
ば
は
意
識
し
て
使
わ
な
い
よ
う
に
し

て
い
た
と
私
に
語
っ
て
い
る
が
、禅
の
影
響
は
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中

略
）

　
こ
の
一
文
が
、近
代
的
な
婦
人
解
放
運
動
の
記
念
碑
的
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
い
わ
れ

な
が
ら
、従
来
の
婦
人
解
放
論
の
影
響
か
ら
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
、な
ら
び
に

そ
の
独
自
の
論
旨
の
展
開
は
、明
の
考
え
の
基
盤
に「
禅
」の
思
想
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い（
註
20
）。

そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、ら
い
て
う
自
身
が
自
伝
の
な
か
で
ま
さ
に
語
っ
て
い
る
の
だ
っ

た
。

　
わ
た
く
し
は
、た
ま
た
ま
縁
あ
っ
て
坐
禅
を
や
り
、見
性
と
い
わ
れ
る
心
的
経
験
を
し

て
、そ
の
境
地
に
入
り
ま
し
た
が
、ど
ん
な
道
か
ら
で
も
極
限
に
到
達
す
れ
ば
お
な
じ
で

あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
か
ら
、読
者
か
ら
狭
い
意
味
に
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
を
気
づ

か
っ
て
、禅
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
て
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た（
こ
の
場
合
だ

け
で
な
く
）（
註
21
）。

　
で
は
、『
青
鞜
』発
刊
の
辞
を
、小
林
氏
の
い
う
よ
う
に
禅
の
言
葉
は
使
わ
ず
と
も
そ
の
影
響

を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
見
て
、一
部
で
は
あ
る
が
該
当
箇
所
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
元
始
、女
性
は
実
に
太
陽
で
あ
っ
た
。
真
正
の
人
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
熱
誠
！
　
熱
誠
！
　
私
ど
も
は
た
だ
こ
れ
に
よ
る
の
だ
。

　�

　
熱
誠
と
は
祈き

禱と
う

力り
ょ
く

で
あ
る
。
意
志
の
力
で
あ
る
。
禅ぜ
ん

定じ
ょ
う

力り
ょ
く

で
あ
る
、神
道
力
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
精
神
集
注
力
で
あ
る
。

　
　
神
秘
に
通
ず
る
唯
一
の
門
を
精
神
集
注
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
私
は
精
神
集
注
の
た
だ
中
に
天
才
を
求
め
よ
う
と
思
う
。

　
　
天
才
と
は
神
秘
そ
の
も
の
で
あ
る
。
真
正
の
人
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
あ
あ
、我
が
故
郷
の
暗
黒
よ
、絶
対
の
光
明
よ
。

　�

　
自み

ず

か
ら
の
溢
れ
る
光
輝
と
、温
熱
に
よ
っ
て
全
世
界
を
照
覧
し
、万
物
を
成
育
す
る
太

陽
は
天
才
な
る
か
な
。
真
正
の
人
な
る
か
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
私
ど
も
は
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
我
が
太
陽
を
今
や
取
戻
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　「
隠
さ
れ
た
る
我
が
太
陽
を
、潜
め
る
天
才
を
発
現
せ
よ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　�

　
無
念
無
想
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
。
祈
禱
の
極
、精
神
集
注
の
極
に
お
い
て
到
達
し
得

ら
る
る
自
己
忘
却
で
は
な
い
か
。
無
為
、恍こ

う

惚こ
つ

で
は
な
い
か
。
虚
無
で
は
な
い
か
。
真

空
で
は
な
い
か
。

　�

　
実げ

に
こ
こ
は
真
空
で
あ
る
。
真
空
な
る
が
故
に
無
尽
蔵
の
智
恵
の
宝
の
大
倉
庫
で
あ

る
。
一
切
の
活
力
の
源
泉
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　�

　
あ
あ
、潜
め
る
天
才
よ
。
我
々
の
心
の
底
の
、奥
底
の
情
意
の
火か

焔え
ん

の
中
な
る「
自
然
」

の
智
恵
の
卵
よ
。
全
智
全
能
性
の「
自
然
」の
子
供
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　�
そ
も
そ
も
智
識
を
求
め
る
の
は
無
智
、無む

明み
ょ
う

の
闇や

み

を
脱
し
て
自
己
を
解
放
せ
ん
が
た
め

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
一
切
の
思
想
は
我
々
の
真
の
智
恵
を
暗く

ら

ま
し
、自
然
か
ら
遠
ざ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
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　�

　
し
か
ら
ば
私
の
希ね
が

う
真
の
自
己
解
放
と
は
何
だ
ろ
う
、い
う
ま
で
も
な
く
潜
め
る
天

才
を
、偉
大
な
る
潜
在
能
力
を
十
二
分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に

は
発
展
の
妨
害
と
な
る
も
の
の
す
べ
て
を
ま
ず
取
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）そ
の
主

た
る
も
の
は
や
は
り
我
そ
の
も
の
、天
才
の
所
有
者
、天
才
の
宿
れ
る
宮
な
る
我
そ
の
も

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
そ
し
て
こ
の
道
の
極き

わ
ま

る
と
こ
ろ
、そ
こ
に
天
才
の
玉
座
は
高
く
輝
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　�

　
し
か
し
な
お
一
言
い
い
た
い
。
私
は『
青
鞜
』の
発
刊
と
い
う
こ
と
を
女
性
の
な
か
の

潜
め
る
天
才
を
、殊こ

と

に
芸
術
に
志
し
た
女
性
の
中
な
る
潜
め
る
天
才
を
発
現
し
む
る
に

よ
き
機
会
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、ま
た
そ
の
た
め
の
機
関
と
し
て
多
く
の
意
味
を
認

め
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、よ
し
こ
こ
し
ば
ら
く
の『
青
鞜
』は
天
才
の
発
現
を
妨
害

す
る
私
ど
も
の
心
の
な
か
な
る
塵じ

ん

埃あ
い

や
、渣さ

滓し

や
、籾も

み

殻が
ら

を
吐
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
わ
ず

か
に
存
在
の
意
義
あ
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も（
註
22
）。

　
こ
の
よ
う
に
、ら
い
て
う
の
主
張
は
言
葉
を
変
え
な
が
ら
も
何
度
も
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。

私
た
ち
女
性
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る「
太
陽
」を
、潜
め
る「
天
才
」を
と
り
も
ど
す
べ
く
、発

現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。「
太
陽
」は
、「
天
才
」「
神
秘
」「
真
正
の
人
」「
無
尽
蔵
の
智
恵
の

宝
」「『
自
然
』の
智
恵
の
卵
」「
全
智
全
能
性
の『
自
然
』の
子
供
」な
ど
と
も
い
う
。
そ
の
た
め

に
は
、心
の
な
か
の「
塵
埃
」を
は
じ
め
潜
め
る「
天
才
」を
妨
害
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
と
り

の
ぞ
き
、い
わ
ゆ
る「
無
我
」に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
熱
烈
な
る「
精
神
集
注
」

の
道
以
外
に
な
く
、そ
の
極
ま
る
と
こ
ろ
に「
天
才
」の
玉
座
が
高
く
輝
く
の
だ
と
。
そ
し
て
、

自
ら
溢
れ
る「
光
輝
」と「
温
熱
」に
よ
っ
て
、全
世
界
を
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

の
だ
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
青
鞜
』発
刊
の
辞
の
な
か
に
、先
述
の「
六
道
の
神
光
」「
無
位
の
真
人
」「
太

陽
と
雲
の
譬
喩
」と
い
っ
た
禅
を
含
む
仏
教
の
思
想
が
反
映
さ
れ
た
用
語
と
譬
喩
を
見
出
す

こ
と
は
、比
較
的
容
易
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
小
林
氏
の
い
う
よ
う
に
、ら
い
て
う
の
考
え

の
基
盤
に
は
禅
の
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
と
同
時
に
、萬
の「
鉄
人
独
語
」と「
七
光

會
に
出
し
た
繪
其
他
」に
見
ら
れ
る
用
語
と
譬
喩
と
の
類
似
性
は
も
ち
ろ
ん
、一
致
点
さ
え
も

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、萬
の「
一
つ
の
球
体
」は
、ら
い
て
う
に
お
け
る

「
太
陽
」「
真
正
の
人
」と
な
り
、ま
た
、ら
い
て
う
の「
隠
さ
れ
た
る
我
が
太
陽
」「
潜
め
る
天
才
」

は
、萬
の
画
面
に
登
場
す
る「
雲
」に
隠
さ
れ
た「
太
陽
」と
な
る
の
だ
か
ら
。

　
先
に
触
れ
た
ら
い
て
う
と
萬
の
創
作
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、田
中
氏
は
、ら
い
て
う
の
一

文「
新
し
い
女
」に
記
述
さ
れ
る「
新
し
い
女
」が
太
陽
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
、

青
鞜
の
女
性
た
ち
が
第
一
回
ヒ
ュ
ウ
ザ
ン
会
展
を
見
て
い
た
こ
と
、そ
の
な
か
に
は
太
陽
を

描
い
た
萬
の
作
品
が
出
品
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、直
接
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
が
な

か
っ
た
に
せ
よ
、「
お
互
い
に『
太
陽
』の
イ
メ
ー
ジ
を
か
た
や
視
覚
表
現
と
し
て
、か
た
や
言

葉
と
し
て
共
有
し
て
い
た
」と
す
る
。
そ
し
て
、萬
の《
風
船
を
も
つ
女
》の
制
作
背
景
と
動
機

の
一
因
と
し
て
、ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
話
題
の「
新
し
い
女
」が
写
真
な
ど
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
形
成
・
流
布
さ
れ
、萬
に
も
刺
激
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る（
註

23
）。
こ
う
し
た「
新
し
い
女
」の
話
題
性
と
イ
メ
ー
ジ
形
成
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、確
か
に
両

者
は「
太
陽
」を
共
有
し
て
い
た
の
だ
が
、そ
れ
は
両
者
の
禅
の
修
行
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

り
、そ
の
時
点
か
ら
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、長
田
氏
は
、風
俗
画
的
女
学
生
群
像
の
構
想
か
ら
女
性
単
身
像
に
よ
る
理
念
的
構
想

画
へ
と
転
回
し
て
誕
生
し
た《
裸
体
美
人
》の
理
念
が『
青
鞜
』に
通
底
し
、そ
れ
が「
太
陽
」に

託
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
萬
の
作
品
や
画
帳
を
と
お
し
て
知
ら
れ
、「『
裸
体
美
人
』頭
上
の
太
陽

宿
す
雲
も『
元
始
の
女
性
』の『
隠
れ
た
る
太
陽
』に
呼
応
す
る
」と
い
う（
註
24
）。
そ
し
て
、《
裸

体
美
人
》の
油
彩
画
習
作
の
画
面
に
は
太
陽
が
潜
ん
で
い
る
が
、完
成
作
で
は
、「
そ
の
太
陽
は

雲
に
宿
さ
れ
、そ
の
雲
を
内
破
す
る
か
の
よ
う
に
燃
え
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
元
始
の
女
性

の
輝
き
で
あ
り
、さ
ら
に
は
萌
え
出
る
才
能
そ
の
も
の
を
も
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
、

謎
に
満
ち
た《
裸
体
美
人
》の
雲
か
ら
、雲
の
あ
る
二
点
の
油
彩
自
画
像
や
そ
の
素
描
と
思
し

き
ス
ケ
ッ
チ
類
、さ
ら
に
は
太
陽
や
光
そ
の
も
の
を
さ
ま
ざ
ま
に
描
く
幾
枚
も
の
油
彩
や
ス

ケ
ッ
チ
に
い
た
る
ま
で
を
照
ら
し
出
す
ま
さ
し
く
光
源
と
な
る
」と
述
べ
て
い
る（
註
25
）。
こ

う
し
た
見
解
は
、本
論
の
そ
れ
と
多
く
の
点
で
一
致
す
る
こ
と
か
ら
と
り
わ
け
重
要
な
意
味

を
持
つ
。
た
だ
し
、雲
と
太
陽
や
光
そ
の
も
の
を
描
い
た
絵
画
を
同
一
に
捉
え
よ
う
と
す
る

視
点
に
は
、慎
重
さ
を
要
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、＂時
の
人＂
ら
い
て
う
の『
青
鞜
』発
刊
の
辞
を
萬
は
読
ん
で
い
た
で
あ
ろ

う
し
、と
も
に
両
忘
庵
で
禅
を
学
ん
だ
者
と
し
て
、ら
い
て
う
が
そ
の
な
か
で
展
開
し
た
主
張

は
、彼
に
と
っ
て「
手
に
と
る
よ
う
に
よ
く
分
か
る
」内
容
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
青
鞜
』が
発
刊
さ

れ
た
時
は
、ま
さ
に
萬
が
卒
業
制
作
を
構
想
し
て
い
た
時
だ
っ
た
か
ら
、女
学
生
の
群
像
か
ら

単
身
の
女
性
像
へ
と
構
想
を
転
回
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、ら
い
て
う
の
発
刊
の
辞
が
大

き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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《
宝
珠
を
も
つ
人
》と「
明
珠
在
掌
」

　
萬
の
未
完
の
絶
筆
と
さ
れ
る
大
作《
裸
婦（
宝
珠
を
も
つ
人
）》［図
12
］（
以
下
、《
宝
珠
を
も
つ

人
》）を
め
ぐ
る
解
釈
を
最
後
に
と
り
あ
げ
る
。
右
手
に
の
せ
た「
宝
珠
」と
い
う
、萬
と
し
て

は
異
例
の
宗
教
色
漂
う
主
題
に
し
て
、眼
鼻
と
口
を
持
た
ぬ
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
の
、男
性
と
見
紛

う
ま
で
の
た
く
ま
し
い
肉
体
は
裸
婦
で
あ
っ
て
、未
完
ゆ
え
の
空
白
と
限
ら
れ
た
描
写
に
よ

る
情
報
不
足
が
相
ま
っ
て
、謎
に
満
ち
た
堂
々
た
る
巨
体
が
見
る
者
に
正
対
す
る
。

　
さ
ら
に
厄
介
な
の
は
、題
名
の「
宝
珠
」が
、本
人
に
よ
る
命
名
な
の
か
は
定
か
で
な
く
、

よ
っ
て
右
手
の
持
物
が「
宝
珠
」か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
の
だ
。
他
人
が
命
名
し
た
可
能

性
も
あ
る
な
か
で
、宝
珠
と
形
容
し
た
最
初
の
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、小
林

徳
三
郎（
幼
名
藤
井
嘉
太
郎
、一
八
八
四
―
一
九
四
九
）だ
。
萬
と
は
最
も
近
し
い
画
友
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
小
林
は
、萬
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
第
六
回
春
陽
会
展
に
お
い
て
萬
の
遺
作

八
十
点
の
展
示
に
尽
力
し
、美
術
雑
誌『
ア
ト
リ
ヱ
』に「
萬
鐵
五
郎
君
の
遺
作
室
記
錄
」を
執

筆
し
た
。
そ
の
な
か
で
、小
林
は「
宝
珠
」と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。

こ
ゝ
に
あ
る
三
點
の
花
と「
靜
物
」（
七
十
四
番
）（
春
陽
會
五
回
展
發
表
）は
秋
の
作
で
あ

る
。
こ
の
靜
物
あ
た
り
が
彼
の
絕
筆
で
あ
つ
た
ろ
う
と
云
ふ
こ
と
だ
が
、之
は
萬
家
の

人
も
確
實
に
は
解
ら
な
い
そ
う
だ
。
そ
の
頃
別
に
彼
は
百
號
で
裸
婦
の
正
面
向
き
の
立

姿
、片
手
に
寶
珠

4

4

の
玉
を
さ
ゝ
げ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
や
り
か
け
て
ゐ
た
が
、之
は
ほ
ん
の

少
し
描
い
た
と
こ
ろ
で
中
止
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
が
或
は
ほ
ん
と
う
の
絕
筆
か
も
わ
か
ら

ぬ
。

　
此
年
の
五
月
頃
か
ら
と
み
子
さ
ん（
長
女
）が
病
臥
し
て
、十
二
月
に
は
亡
く
な
つ
た

が
、彼
は
そ
の
爲
め
に
非
常
に
心
に
打
擊
を
受
け
た
。
間
も
な
く
翌
年
一
月
か
ら
彼
自

身
も
病
臥
し
、五
月
一
日
に
沒
し
た（
註
26
、傍
点
は
引
用
者
）。

　
そ
の
後
、小
林
は
、木
村
荘
八（
一
八
九
三
―
一
九
五
八
）、森
田
恒
友（
一
八
八
一
―
一
九
三

三
）と
と
も
に
萬
の
最
初
の
画
集『
萬
鐵
五
郎
畫
集
』（
平
凡
社
、一
九
三
一
年
）を
編
集
し
、こ

の
記
録
文
も
収
録
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、「
萬
鐵
五
郎
全
作
品
年
表
」が
付
さ
れ
て
、そ
の
末
尾
に

「
裸
婦（
寶
珠
を
も
て
る
）未
成
」と
表
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
宝
珠
」が
現
在
ま
で
通
用
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
、本
作
を
め
ぐ
る
見
解
と
し
て
は
、ま
ず
は
美
術
評
論
家
の
森
口
多
里
に
よ
る
見
立
て

が
あ
る
。

土
沢
の
裏
山
続
き
の
北
西
の
高
い
丘
の
上
に
成
島
毘
沙
門
堂
が
あ
っ
て
、本
尊
の
兜と

跋ば
つ

毘
沙
門
天
像（
木
造
・
国
指
定
文
化
財
・
平
安
時
代
後
期
）［図
13
］は
総
長
一
丈
四
尺
五
寸
の

巨
像
で
、胴
体
は
軽
く
ア
ン
シ
ュ
マ
ン
を
見
せ
て
立
ち
、左
手
の
掌
に
宝
塔
を
載
せ
て
い

る
。
萬
の
絶
筆
の
タ
ブ
ロ
ー
の
珍
し
い
構
想
は
、郷
里
の
こ
の
仏
像
の
印
象
と
関
係
が

あ
り
は
し
な
い
か
、と
い
う
仮
想
が
湧
く
。

　
萬
の
想
像
力
と
造
形
意
欲
と
が
鎧
姿
の
巨
大
な
毘
沙
門
天
を
重
厚
な
肉
つ
き
の
堂
々

た
る
裸
女
に
変
え
、そ
の
ア
ン
シ
ュ
マ
ン
の
曲
線
を
目
立
た
せ
、左
手
の
宝
塔
を
右
手
の

図13　�《木造兜跋毘沙門天立像》　平安時代　
一木造・彩色　高さ473.0cm　成島・毘
沙門堂　重要文化財

図12　�萬鐵五郎《裸婦（宝珠をもつ人）》1926-27（大正15-昭和２）年
（未完成）　油彩・キャンヴァス　162.7×95.5cm　岩手県
立美術館蔵
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宝
珠
に
変
え
れ
ば
、そ
の
ま
ま「
宝
珠
を
も
つ
人
」に
な
る
わ
け
で
あ
る（
註
27
）。

　
さ
ら
に
、田
中
惠
氏
は
、こ
れ
を
受
け
継
ぐ
形
で
、本
作
は
毘
沙
門
天
像
を
左
右
反
転
さ
せ

た
も
の
と
指
摘
し
た（
註
28
）。

　
別
の
見
解
と
し
て
は
、平
澤
広
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

前
年
か
ら
病
に
伏
せ
る
長
女
登
美
の
病
状
の
悪
化
が
、祈
り
と
も
願
い
と
も
と
れ
る「
宝

珠
を
持
つ
」と
い
う
図
像
を
手
が
け
る
発
端
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
が

未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
、長
女
登
美
の
死
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
納
得
が
い

く
。
ま
だ
ま
だ
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、萬
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
画
学
生
の
森
田
勝

に
よ
る
と
、毎
年
一
点
は
一
〇
〇
号
の
大
作
を
も
の
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
萬
が
、第

五
回
春
陽
会
展
に
出
品
さ
れ
る
べ
く
始
た
作
で
あ
っ
た
と
い
う（
註
29
）。

　
で
は
、本
論
の「
一
つ
の
球
体
」に
引
き
寄
せ
な
が
ら
本
作
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
ま
ず
は

『
臨
済
録
』か
ら
関
連
箇
所
を
引
く
。

如
丹
霞
和
尙
、翫
珠
隱
顯
、學
人
來
者
、皆
悉
被
罵
。

丹
霞
和
尚
の
如
き
は
、翫が
ん

珠じ
ゅ

隠お
ん

顕け
ん

し
、学
人
の
来
た
る
者
、皆
な
悉
く
罵
ら
る
。

丹
霞
和
尚
の
如
き
は
、掌
に
珠
を
翫も
て
あ
そ

ん
で
隠
し
た
り
顕
わ
し
た
り
し
て
、や
っ
て
来
る
修

行
者
は
み
な
頭
か
ら
罵
ら
れ
た（『
文
庫
』一
一
六
―
一
一
七
頁
）。

こ
の「
翫
珠
隠
顕
」の
説
明
に
は
、「
丹
霞
に『
翫
珠
吟
』が
あ
る
、『
般
若
の
霊
珠
妙
に
し
て
測
り

難
し
、法
性
海
中
に
親
し
く
認
得
す
。
隠
顕
常
に
五
蘊
中
に
遊
ぶ
、内
外
の
光
明
大
神
力
…
』。

般
若
の
智
慧
の
珠
を
自
在
に
隠
し
た
り
顕
わ
し
た
り
す
る
は
た
ら
き
」と
あ
る（『
文
庫
』、註
、

一
一
六
頁
）。

　
こ
の
段
に
つ
い
て
、釈
宗
活
は
、提
唱
の
な
か
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。

丹
霞
和
尙
は
翫
珠
の
吟
と
云
ふ
も
の
を
詠
じ
た
。
夫
れ
故
翫
珠
隱
顯
と
云
は
れ
た
。
般

若
の
靈
智
を
珠
に
喩
へ
た
。
手
に
珠
を
自
在
に
翫
弄
す
る
如
く
、或
は
隱
し
て
見
せ
た

り
、或
は
顯
は
し
て
見
せ
た
り
、把
放
の
兩
機
に
比
し
た
の
ぢ
や
。
殺
活
自
在
ぢ
や
。
學

人
に
し
て
來
る
も
の
あ
れ
ば
、皆
悉
く
罵
ら
る
で
、接
得
の
惡
辣
な
る
、只
棒
喝
の
み
と

云
ふ
有
樣
で
あ
つ
た（『
講
話
』四
三
九
頁
）。

こ
の
よ
う
に
、「
翫
珠
隠
顕
」は「
般
若
の
智
慧
」を
あ
ら
わ
す「
珠
」を「
掌
に
す
る
」こ
と
を
意

味
す
る
。

　
次
に
、「
宗
門
第
一
の
書
」と
さ
れ
る『
碧
巌
録
』を
見
よ
う
。
同
書
は『
碧
巌
集
』と
も
い
い
、

臨
済
宗
を
中
心
に
禅
門
で
最
も
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
書
で
あ
る
。
中
国
北
宋
の
雪せ

っ

竇ち
ょ
う

重じ
ゅ
う

顕け
ん

（
九
八
〇
―
一
〇
五
二
）が
百
則
の
公
案
を
選
ん
で
頒じ

ゅ

を
付
し
た
公
案
集
に
、同
じ
く
北
宋
の

圜え
ん

悟ご

克こ
く

勤ご
ん（

一
〇
六
三
―
一
一
三
五
）が
垂す

い

示じ

・
著じ

ゃ
く

語ご

・
評ひ

ょ
う

唱し
ょ
う

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

宗
活
に
よ
る
同
書
の
提
唱
録
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
臨
済
録
』の
提
唱
の
な
か
で「
他
日
碧

巌
集
を
講
ず
る
時
に
尙
委
し
く
論
ず
る
こ
と
に
致
さ
う（『
講
話
』五
四
四
頁
）」と
あ
り
、両
忘

庵
で
も
提
唱
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
で
は
、関
係
箇
所
を
原
文
、訓
読
文
、現
代

語
訳
の
順
に
示
す
。

［
第
九
七
則
・
頌
］

明
珠
在
掌
、［
上
通
霄
漢
、下
徹
黄
泉
。
道
什
麽
。
四
辺

訛
、八
面
玲
瓏
。］

有
功
者
賞
。［
多
少
分
明
。
随
他
去
也
。
忽
若
無
功
時
、作
麽
生
賞
。］

胡
漢
不
来
、［
内
外
絶
消
息
。
猶
較
些
子
。］

全
無
伎
倆
。［
展
転
没
交
渉
。
向
什
麽
処
摸
索
。
打
破
漆
桶
来
、相
見
。］

明
珠
は
掌

た
な
ご
ご
ろ

に
在
り
、［
上
は
霄お

お
ぞ
ら漢
に
通
じ
、下
は
黄ち

の
そ
こ泉
に
徹
す
。
什な

麽に

を
道い

う
ぞ
。
四
辺

訛
な
る
も
、八
面
玲
瓏
な
り
。］

功
有
る
者
は
賞
す
。［
多お

お
い少

に
分あ

き
ら
か明

な
り
。
他か

れ

に
随
い
去
ら
ん
。
忽も

し若
功
無
き
時
は
作い

麽か

生に

か
賞
せ
ん
。］

胡こ

漢か
ん

来
た
ら
ざ
れ
ば
、［
内
外
に
消
息
を
絶
す
。
猶
お
些す

こ
し子
く
較た

が

え
り
。］

全
く
伎
倆
無
し
。［
展
転
し
て
没ま

と
は
ず
れ

交
渉
。
什い

ず

こ
麽
処
に
か
摸
索
せ
ん
。
漆
桶
を
打
破
し
来
た

れ
ば
、相し

ょ
う

見け
ん

せ
ん
。］（
註
30
）

透
き
通
っ
た
珠
が
掌
中
に
あ
り
、［
上
は
天
の
川
、下
は
黄
泉
の
国
に
達
す
る
。
何
を

い
っ
て
い
る
の
か
。
周
り
は
難
し
げ
だ
が
、八
方
を
映
し
出
す
］

功
績
あ
る
者
に
は
褒
美
と
し
て
与
え
る
。［
な
ん
と
も
は
っ
き
り
。
彼
に
つ
い
て
ゆ
く
の

だ
。
も
し
功
績
な
き
と
き
は
い
か
に
褒
美
を
与
え
る
か
］
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胡
人
も
漢
人
も
来
な
け
れ
ば
、［
内
外
に
手
が
か
り
が
な
く
な
っ
て
も
、ま
だ
も
う
少
し

だ
］

全
く
わ
ざ
と
て
も
な
い
。［
あ
ち
こ
ち
ゆ
け
ど
的
外
れ
。
何
処
に
さ
が
そ
う
ぞ
。
漆
桶
を

撃
ち
割
れ
ば
会
っ
て
や
ろ
う
］（
註
31
）

こ
こ
で
の「
明
珠
」は
、『
臨
済
録
』の「
翫
珠
隠
顕
」と
同
じ
く「
般
若
の
智
慧
」の
譬
喩
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
碧
巌
録
』に
は
、こ
の「
明
珠
在
掌
」が
他
則
に
も
見
ら
れ
る
。

［
第
二
四
則
・
本
則
評
唱
］お
よ
び［
第
三
四
則
・
本
則
評
唱
］

如
明
鏡
当
台
、明
珠
在
掌
。
胡
来
胡
現
、漢
来
漢
現
。

明
鏡
の
台
に
当
り
、明
珠
の
掌

た
な
ご
ご
ろ

に
在
る
が
如
し
。
胡
来
た
れ
ば
胡
現う

つ

り
、漢
来
た
れ
ば
漢

現う
つ

る（
註
32
）。

鏡
が
台
に
あ
り
、明
珠
が
手
の
中
に
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
。
胡
族
が
来
れ
ば
胡
族
が
現

わ
れ
、漢
族
が
来
れ
ば
漢
族
が
現
わ
れ
る（
註
33
）。

［
第
八
〇
則
・
頌
］

明
鏡
当
台
、明
珠
在
掌
。

明
鏡
台
に
当
り
、明
珠
掌
に
在
り（
註
34
）。

澄
ん
だ
鏡
は
鏡
台
に
在
り
、輝
く
真
珠
は
手
の
ひ
ら
に
あ
る（
註
35
）。

こ
の
よ
う
に
、「
明
珠
在
掌
」は
た
び
た
び
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
明
珠
」は
本
来
自
己
の
内
に

あ
っ
て
他
に
求
め
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、「
明
鏡
当
台
」と
と
も
に
使
わ

れ
る
場
合
が
多
い
。「
明
鏡
当
台
」は
、既
述
の
神
秀
と
慧
能
の
偈
に
基
づ
い
て
い
る
。
さ
ら

に
、「
明
珠
」と
同
じ
く「
摩
尼
珠
」「
摩
尼
宝
珠
」が
他
則
に
登
場
す
る
。

［
第
五
五
則
・
頌
評
唱
］

似
摩
尼
宝
珠
一
顆
相
似
。

摩ま

尼に

宝ほ
う

珠じ
ゅ

の
一ひ

と

顆た
ま

の
似ご

と

く
に
相
似
た
り（
註
36
）。

あ
た
か
も
一
個
の
摩ま

尼に

宝ほ
う

珠じ
ゅ

の
よ
う
だ（
註
37
）。

［
第
八
九
則
・
頌
評
唱
］

網
珠
者
、乃
天
帝
釈
善
法
堂
前
、以
摩
尼
珠
為
網
。
凡
一
珠
中
映
現
百
千
珠
、而
百
千
珠

倶
現
一
珠
中
。

「
網
珠
」と
は
、乃
ち
天て

ん

帝た
い

釈し
ゃ
く

の
善
法
堂
の
前
に
、摩ま

尼に

珠し
ゅ

を
以
て
網
を
為つ

く

る
。
凡
そ
一
珠

の
中
に
百
千
珠
を
映う

現つ

し
、而
も
百
千
珠
倶と

も

に
一
珠
の
中
に
現あ

ら
わ

る（
註
38
）。

　「
網も
う

珠し
ゅ

」と
い
う
の
は
、帝た

い

釈し
ゃ
く

天て
ん

の
善ぜ

ん

法ぽ
う

堂ど
う

の
前
で
、摩ま

尼に

珠し
ゅ

を
網
と
し
て
い
て
、す
べ

て
一
つ
の
珠
に
百
千
の
珠
が
映
し
出
さ
れ
、百
千
の
珠
が
み
な
一
つ
の
珠
に
現
わ
れ
て

い
る（
註
39
）。

　
こ
の
よ
う
に
萬
が
禅
堂
で
接
し
た
で
あ
ろ
う『
臨
済
録
』の「
翫
珠
隠
顕
」お
よ
び『
碧
巌
録
』

の「
明
珠
在
掌
」を
も
と
に
推
測
す
れ
ば
、《
宝
珠
を
も
つ
人
》と
の
因
果
関
係
が
見
え
て
こ
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、題
名
の「
宝
珠
」に
つ
い
て
で
あ
る
。
萬
は
、美
術
学
校
で
習
得
し
た

裸
体
デ
ッ
サ
ン
を
初
め
と
す
る
人
体
表
現
の
研
究
と
絵
画
制
作
の
手
法
は
一
貫
し
て
守
っ

た
。
ま
ず
は
、モ
デ
ル
を
初
め
と
す
る
実
物
に
基
づ
く
デ
ッ
サ
ン
に
着
手
す
る
の
だ
。
そ
こ

で
、関
連
す
る
デ
ッ
サ
ン
の
推
移
を
た
ど
る
べ
く
、右
手
の
球
体
に
着
目
す
る
。
初
め
に
、イ

ス
の
背
に
左
手
を
そ
え
た
木
炭
画［
図
14
］で
は
、女
性
の
眼
鼻
と
口
を
描
き
、球
体
は
ほ
ぼ
実
物

の
形
そ
の
ま
ま
に
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、水
墨
主
体
の
デ
ッ
サ
ン［
図
15
］を
見
る

と
、全
体
的
に
筆
線
の
太
さ
が
強
調
さ
れ
る
が
、ま
だ
眼
鼻
は
残
さ
れ
て
お
り
、球
体
は
大
き

さ
こ
そ
誇
張
さ
れ
て
い
る
が
形
状
に
変
化
は
な
い
。
別
の
水
墨
画［
図
16
］で
は
背
景
の
描
き
込

み
が
進
み
、サ
イ
ン
の
様
子
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、顔
面
か
ら
は
目
鼻
が
消
え
て
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
、さ
ら
に
は
球
体
の
頭
が
と
が
っ
た

よ
う
な
変
形
が
認
め
ら
れ
、画
面
は
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
最
後
に
、未
完
に
終
わ
っ
た
油
彩

画
で
あ
る
が
、全
体
と
し
て
前
段
の
水
墨
デ
ッ
サ
ン
に
近
い
と
い
え
る
。
面
貌
表
現
は
な
く
、

球
体
の
頭
が
と
が
っ
て
い
る
点
な
ど
が
共
通
す
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
球
体
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た

線
に
よ
っ
て
動
き
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
、ま
た
そ
の
中
心
は
透
き
と
お
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。
む
ろ
ん
、こ
れ
は
途
中
段
階
で
あ
る
か
ら
そ
の
後
変
化
を
遂
げ
て
い
く
べ
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き
も
の
だ
っ
た
ろ
う
が
、球
体
の
輪
郭
線
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
想
像
す
る
。
だ
か
ら
、右
の
掌
の
球
体
は
、単
な
る
円
球
で
は
な
く
何
か
特
別
な
存
在
、

す
な
わ
ち
こ
の
形
状
と
一
致
す
る「
宝
珠
」と
し
て
見
る
こ
と
が
自
然
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
て
題
名
ど
お
り「
宝
珠
」と
し
て
見
れ
ば
、こ
こ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た「
一
つ
の
球

体
」と
い
う
彼
の
禅
体
験
に
由
来
す
る
象
徴
と
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た「
宝
珠
」は
、

意
の
ま
ま
に
宝
を
と
り
出
す
こ
と
の
で
き
る「
如
意
宝
珠
」と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か

ら
、平
澤
氏
の
い
う
病
床
に
あ
る
長
女
の
快
復
を
祈
願
し
て
の
主
題
だ
っ
た
と
も
解
せ
ら
れ

よ
う
。
さ
ら
に
、転
地
療
養
の
た
め
茅
ヶ
崎
に
や
っ
て
来
た
萬
で
は
あ
っ
た
が
、そ
の
後
も
健

康
が
す
ぐ
れ
ず
制
作
が
ま
ま
な
ら
な
い
時
期
に
も
見
舞
わ
れ
た
。
だ
か
ら
、長
女
の
病
と
と

も
に
自
身
の
病
さ
え
も
、さ
ら
に
は
彼
の
心
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
死
の
気
配（
そ

れ
を
怖
れ
て
の
こ
と
で
は
な
い
に
せ
よ
、愛
娘
を
失
う
こ
と
の
死
へ
の
怖
れ
は
あ
っ
た
ろ
う
）

ま
で
を
も
、郷
里
の
仏
像
を
想
起
さ
せ
る
こ
の
堂
々
た
る
体
軀
と
手
中
に
し
た「
宝
珠
」と
で
、

自
身
を
と
り
巻
く
一
切
の
不
安
を
調
伏
し
た
い
。
そ
う
し
た
心
願
を
発
す
る
強
靭
な
精
神

を
、萬
は
こ
の
大
作
に
込
め
て
内
外
に
顕
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

図16　�萬鐵五郎《宝珠を持つ人》1926（大正15・昭和元）年頃　墨・紙　33.2×
24.1cm　萬鉄五郎記念美術館蔵

図15　�萬鐵五郎《裸婦（宝珠をもつ人）》1926（大正15・昭和元）年頃　
墨・コンテ・紙　31.4×19.7cm　岩手県立美術館蔵

図14　�萬鐵五郎《宝珠を持つ女》1926（大正15）年　木炭・紙　62.3×46.7cm　宮城
県美術館蔵
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註
１
　
　�

田
子
一
民「
禪
堂
の
故
萬
君
」『
ア
ト
リ
ヱ
』第
四
巻
第
六
号
、一
九
二
七
年
七
月
。
田
子
は
岩

手
県
盛
岡
市
出
身
で
、そ
の
頃
官
僚
か
ら
政
界
入
り
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
の
後
、衆
議
院
議

員
と
な
り
、衆
議
院
議
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。

註
２
　
　�

以
下
の
拙
論
を
指
す
。（
１
）「
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
。

（
２
）「
萬
鐵
五
郎
の「
原
人
」―
―
禅
を
視
点
と
す
る
解
釈
」同
紀
要
第
十
八
号
、二
〇
二
〇
年

三
月
。（
３
）「
萬
鐵
五
郎
の「
混
沌
」―
―
禅
を
視
点
と
す
る
解
釈
」同
紀
要
第
十
九
号
、

二
〇
二
一
年
三
月
。
な
お
、本
文
で
言
及
す
る
場
合
、「
拙
論（
１
）（
２
）（
３
）」と
表
記
す
る
。

註
３
　
　�「
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
さ
れ
る
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
。
な
お
、こ
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
は
現
在
、岩
手
県
立
美
術
館

が「
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
　
そ
の
三
五
」と
し
て
所
蔵
し
て
い
る
。

註
４
　
　�

萬
鐵
五
郎「
鉄
人
独
語
」『
鉄
人
画
論［
増
補
改
訂
］』一
九
八
五
年
、中
央
公
論
美
術
出
版
、五
七

―
六
四
頁
。

註
５
　
　�

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

日
、六
日
。

お
わ
り
に

　
萬
鐵
五
郎
が
画
学
生
に
な
る
前
の
、二
十
歳
前
後
の
青
年
期
に
体
験
し
た「
禅
」。
直
接
的

な
接
触
こ
そ
数
年
間
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、そ
れ
を
も
っ
て
若

き
日
の
一
時
的
な
体
験
の
ご
と
く
軽
視
し
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、こ
う

し
た
禅
体
験
を
背
景
と
し
た
思
想
と
精
神
性
が
、画
家
、そ
し
て
表
現
者
と
し
て
の
萬
の
核
心

に
あ
り
、ま
た
最
期
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
拙
論
を
含
め
て
論
じ
て
き
た
か
ら
だ
。
拙

論（
１
）で
は
、『
岩
手
毎
日
新
聞
』に
発
表
し
た「
友
人
の
批
評
に
答
へ
る
手
紙
」と「
七
光
會
に

出
し
た
繪
其
他
」を
中
心
に
、拙
論（
２
）で
は
、「
鉄
人
独
語
」の「
原
人
」に
つ
い
て
、拙
論（
３
）

で
は「
鉄
人
独
語
」を
含
む
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
残
さ
れ
た「
混
沌
」と
い
う
言
葉
と「
七
光
會

に
出
し
た
繪
其
他
」に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
萬
の
用
い
た
言
葉
と
内
容
を
禅
と
結
び
つ
け
な
が

ら
、彼
の
作
品
を
解
釈
し
て
き
た
。
既
述
の
と
お
り
、そ
の
な
か
で
は
先
行
研
究
の
見
解
を
追

認
す
る
結
果
と
な
っ
た
場
合
も
多
い
。

　
ま
た
、同
じ
禅
の
体
験
者
と
し
て
、平
塚
ら
い
て
う
の
自
伝
を
有
効
な
資
料
と
し
て
利
用
し

て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
萬
と
の
類
似
性
や
一
致
点
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
で
、

そ
れ
は
ら
い
て
う
と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
と
も
い
え
る
。
本
論
冒
頭
で
引
い
た
田
子

一
民
の
言
葉
ど
お
り
、禅
堂
の
こ
と
は
他
言
無
用
と
い
う
。
だ
が
、ら
い
て
う
は
、自
伝
に
お

い
て
禅
堂
を
含
め
た
自
身
の
禅
体
験
を
記
述
し
、そ
れ
に
よ
り
後
世
に
多
く
の
こ
と
を
伝
え

る
結
果
と
な
っ
た
。
対
照
的
に
、一
切
を
語
ら
ず
に
終
わ
っ
た
萬
は
、教
え
を
厳
格
に
守
っ
た

も
の
と
い
え
る
。
ら
い
て
う
が
饒
舌
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、萬
は
誠
に
寡
黙
だ
っ
た
わ
け
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、そ
の
徹
底
さ
ゆ
え
に
、そ
こ
に
は
た
ら
く
彼
の
意
志
を
、い
わ
ば
過
去
を「
封

印
」す
る
か
の
よ
う
な
意
図
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、父
観
阿
弥（
本
名

清
次
、一
三
三
三
―
一
三
八
四
）と
と
も
に
能
を
大
成
し
た
世
阿
弥（
本
名
元
清
、一
三
六
三
／

六
四
―
一
四
四
三
？
）の
秘
伝
書『
風
姿
花
伝
』の
有
名
な
一
段
の
冒
頭
を
連
想
さ
せ
る
。

一
、秘
す
る
花
を
知
る
事
。
秘
す
れ
ば
花
な
り
。
秘
せ
ず
は
花
な
る
べ
か
ら
ず
と
な

り
。
こ
の
分
け
目
を
知
る
事
、肝
要
の
花
な
り（
註
40
）。

「
一
、秘
し
て
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
花
と
な
る
と
い
う
道
理
を
知
る
こ
と
。
花
の
存
在
を
人
に

隠
せ
ば
そ
れ
が
花
に
な
り
、秘
密
に
し
な
い
こ
と
に
は
花
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
」（
註
41
）と
い
う
こ
の
道
理
を
、萬
は
ま
さ
に
地
で
行
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
彼
に

と
っ
て
、「
禅
」は
秘
し
て
隠
す「
花
」で
あ
り
、そ
れ
に
よ
っ
て「
花
」と
な
る
こ
と
を
早
く
か
ら

自
覚
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、そ
れ
を
自
ら
の「
画
道
」と
心
得
て
、自
身
の
禅
体
験
を

封
印
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
最
た
る
象
徴
が
、画
家
と
し
て
の
高
ら
か
な
る
独
立
宣
言
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
卒
業
制
作《
裸
体
美
人
》の
、裸
婦
の
右
手
頭
上
に
漂
う
雲
に
秘
し
た「
太

陽
」で
あ
り
、そ
れ
が
こ
の
道
理
を
独
行
せ
ん
と
す
る
彼
の
決
意
表
明
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
本
意
を
秘
し
た
こ
の
出
発
作
か
ら
お
よ
そ
十
五
年
の
画
家
人
生
を
歩
ん
だ
萬
鐵
五
郎
の
最

期
の
作
品
が《
宝
珠
を
も
つ
人
》だ
っ
た
。
か
つ
て
雲
に
秘
し
た「
太
陽
」は
、つ
い
に
は
掌
の

「
明
珠
」と
し
て
む
き
出
し
に
、見
る
者
の
眼
前
に
呈
出
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
画
家
の
本

意
は
理
解
さ
れ
ず
、多
く
の
謎
の
残
し
た
ま
ま
一
世
紀
近
い
歳
月
が
た
と
う
と
し
て
い
る
。

果
た
し
て
、こ
れ
は
彼
の
試
み
が
中
止
さ
れ
た
、不
本
意
な
遺
作
な
の
か
。
そ
れ
は
、「
宝
珠
」

と
い
う
象
徴
に
、内
在
す
る「
一
つ
の
球
体
」を
顕
在
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
彼
の
画
道
の
最
期

が
い
ま
だ「
謎
」と
し
て
あ
る
こ
と
、す
な
わ
ち
い
ま
だ「
花
」と
し
て
あ
る
こ
と
が
、そ
の
こ
と

を
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

�

（
新
潟
県
立
万
代
島
美
術
館
　
専
門
学
芸
員
）
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註
６
　
　�

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

一
九
七
一
年
、一
七
四
頁
。

註
７
　
　�『
臨
済
録
』の
内
容
に
つ
い
て
は
、小
川
隆『『
臨
済
録
』―
―
禅
の
語
録
の
こ
と
ば
と
思
想
　
書

物
誕
生
―
―
あ
た
ら
し
い
古
典
入
門
』（
岩
波
書
店
、二
〇
〇
八
年
）を
中
心
に
、柳
田
聖
山『
臨

済
録
の
研
究
　
柳
田
聖
山
集
　
第
四
巻
』（
法
藏
館
、二
〇
一
七
年
）を
あ
わ
せ
て
参
考
と
し

た
。

註
８
　
　
前
掲
註
６
、一
八
六
頁
。

註
９
　
　
前
掲
註
７
、小
川
、一
八
〇
頁
。

註
10
　
　�

田
上
太
秀
・
石
井
修
道
編
著『
禅
の
思
想
辞
典
』（
東
京
書
籍
、二
〇
〇
八
年
、四
五
三
、四
五
八

頁
）を
主
に
参
照
し
た
。

註
11
　
　
小
川
隆『
禅
思
想
史
講
義
』春
秋
社
、二
〇
一
五
年
、一
五
―
一
九
、三
二
、三
四
―
三
七
頁
。

註
12
　
　�

萬
鐵
五
郎
書
簡（
一
九
〇
六
年
九
月
、萬
唯
子
宛
）、前
掲
註
４
、『
鉄
人
画
論〔
増
補
改
訂
〕』、

三
一
八
頁
。

註
13
　
　�

本
論
で
取
り
上
げ
る
作
品
類
の
題
名
や
制
作
年
に
つ
い
て
は
、『
没
後
九
〇
年�

萬
鐵
五
郎
展
』

図
録（
東
京
新
聞
、二
〇
一
七
年
）に
従
っ
た
。

註
14
　
　�

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
、二
五
七
―
二
五
九
頁
。
お
よ
び「
創
作
と
評
価
―
―
萬
鉄

五
郎《
風
船
を
持
つ
女
》を
中
心
に
―
―
」『
美
術
研
究
』第
四
〇
五
号
、二
〇
一
二
年
。

註
15
　
　�

河
田
明
久「「
草
土
」の
変
容
―
―
大
正
期
絵
画
に
み
る
生
命
の
図
像
」『
大
正
期
美
術
展
覧
会

の
研
究
』東
京
文
化
財
研
究
所
、二
〇
〇
五
年
、五
四
四
―
五
四
五
頁
。

註
16
　
　
同
前
、五
三
八
―
五
四
一
頁
。

註
17
　
　
前
掲
註
14
、『
太
陽
と「
仁
丹
」』、三
一
〇
―
三
一
七
、三
九
六
頁
。

註
18
　
　�

平
塚
ら
い
て
う
に
関
し
て
は
、主
に
以
下
を
参
考
と
し
た
。
小
林
登
美
枝『
平
塚
ら
い
て
う
　

人
と
思
想
七
一
』清
水
書
院
、一
九
八
三
年
。
佐
々
木
英
昭『「
新
し
い
女
」の
到
来
―
平
塚
ら

い
て
う
と
漱
石
―
』名
古
屋
大
学
出
版
会
、一
九
九
四
年
。

註
19
　
　�

長
田
謙
一「《
裸
体
美
人
》―
「
太
陽
」宿
す
雲
の
下
に
―
」『
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
六
―

二
七
頁
。
こ
れ
は
、美
術
史
学
会
京
都
大
会（
二
〇
〇
九
年
五
月
二
四
日
）で
の
研
究
発
表「
萬

鉄
五
郎「
裸
体
美
人
」（
一
九
一
二
）と「
原
人
」の
身
体
―
「
も
う
一
つ
の
前
衛
」の
起
点
―
」の

一
部
内
容
に
基
づ
く
。
研
究
発
表
要
旨
は『
美
術
史
』第
一
六
七
号
、美
術
史
學
會
、二
〇
〇
九

年
一
〇
月
、二
七
九
頁
に
掲
載
。
田
中
淳
に
つ
い
て
は
、前
掲
註
14
。

註
20
　
　
前
掲
註
18
、小
林
、一
〇
三
―
一
〇
五
頁
。

註
21
　
　�

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
、三
三
六
頁
。

註
22
　
　�

平
塚
ら
い
て
う「
元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
―
―
『
青
鞜
』発
刊
に
際
し
て
―
―
」『
青
鞜
』

一
巻
一
号（
一
九
一
一
年
九
月
）［
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
、九
―
二
四
頁
。］

註
23
　
　
前
掲
註
14
、『
太
陽
と「
仁
丹
」』、三
六
五
―
四
一
五
頁
。

註
24
　
　
前
掲
註
19
、研
究
発
表
要
旨
。

註
25
　
　
前
掲
註
19
、図
録
。
　

註
26
　
　�

小
林
德
三
郎「
萬
鐵
五
郎
君
の
遺
作
室
記
錄（
二
）」『
ア
ト
リ
ヱ
』第
五
巻
第
八
号
、一
九
二
八

年
八
月
。

註
27
　
　
森
口
多
里「
岩
手
と
萬
鉄
五
郎
」『
萬�

鉄
五
郎
＝
作
品
集
』岩
手
日
報
社
、一
九
七
三
年
、九
頁
。

註
28
　
　�

田
中
惠「
萬
鉄
五
郎
の
新
し
い
絵
画
と
そ
の
土
着
的
性
質
～
近
世
と
近
代
の
間
で
～
」『〈
開
館

一
〇
周
年
記
念
〉＂萬
鉄
五
郎
と
郷
土
の
造
形＂�

萬
鉄
五
郎
多
面
体�

図
録
』萬
鉄
五
郎
記
念
美

術
館
、一
九
九
四
年
、九
頁
。

註
29
　
　�『
萬
鉄
五
郎
記
念
美
術
館
　
萬
鉄
五
郎
収
蔵
作
品
集
』萬
鉄
五
郎
記
念
美
術
館
、二
〇
一
五
年
、

一
二
三
頁
。

註
30
　
　�

入
矢
義
高
・
溝
口
雄
三
・
末
木
文
美
士
・
伊
藤
文
生
訳
注『
碧
巌
録
』下
、岩
波
文
庫
、一
九
九
六

年
、二
三
六
―
二
三
七
頁
。

註
31
　
　�

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

碧
巌
録
』下
、岩
波
書
店
、二
〇
〇
三
年
、

二
九
二
頁
。

註
32
　
　�［
第
二
四
則
］は
、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
二
年
、三
一
六
頁
。［
第
三
四
則
］は
、同
前
書
、中
、一
九
九
四
年
、四
一
頁
。

註
33
　
　�［
第
二
四
則
］は
、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
、四
〇
一
頁
。［
第
三
四
則
］は
、同
前
書
、中
、二
〇
〇
二
年
、四
四
頁
、「
く
も

り
の
無
い
鏡
が
台
に
あ
る
よ
う
に
、透
き
通
っ
た
珠
が
手
の
上
に
あ
る
よ
う
に
、胡
人
が
来
れ

ば
胡
人
が
現
れ
、漢
族
が
来
れ
ば
漢
族
が
現
れ
る
」と
あ
る
。

註
34
　
　
前
掲
註
30
、八
七
頁
。

註
35
　
　
前
掲
註
31
、一
〇
三
頁
。

註
36
　
　
前
掲
註
32
、中
、二
三
〇
頁
。

註
37
　
　
前
掲
註
33
、中
、二
九
八
頁
。

註
38
　
　
前
掲
註
30
、一
六
九
頁
。

註
39
　
　
前
掲
註
31
、二
〇
六
頁
。

註
40
　
　�

世
阿
弥
著
・
竹
本
幹
夫
訳
注『
風
姿
花
伝
・
三
道�

現
代
語
訳
付
き
』角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、

二
〇
〇
九
年
、二
七
九
頁
。
一
子
相
伝
の
書
と
し
て
遺
さ
れ
た『
風
姿
花
伝
』は
、一
九
〇
九

（
明
治
四
二
）年
に
吉
田
東
伍
の
校
註
に
よ
り
出
版
さ
れ
た『
能
楽
古
典�

世
阿
弥
十
六
部
集
』

に
よ
っ
て
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
が
、読
者
は
一
部
の
研
究
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
一

般
化
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、一
九
二
七（
昭
和
二
）年
十
一
月
の
岩
波
文
庫
の
刊
行
で

あ
っ
た
と
い
う（
世
阿
弥
著
、野
上
豊
一
郎
・
西
尾
実
校
訂『
風
姿
花
伝
』岩
波
文
庫
、一
九
五
八

年
、一
一
三
頁
）。
そ
れ
は
萬
の
没
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、『
風
姿
花
伝
』の
存
在
と
内
容
に

つ
い
て
萬
は
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

註
41
　
　
同
前『
風
姿
花
伝
・
三
道�

現
代
語
訳
付
き
』、二
八
一
頁
。
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関
連
年
表

西
暦

和
暦

年
齢

萬
鐵
五
郎
関
連
事
項

関
連
作
品
・
資
料

そ
の
他
関
連
事
項

１
８
８
５

明
治
18

11
月

岩
手
県
東
和
賀
郡
十
二
ケ
村（
通
称
土
沢
）に
、父
八
十
次
郎
、母
ナ
カ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
萬

本
家
は
農
海
産
物
問
屋
を
営
む
大
地
主
。
萬
の
生
家
は
分
家
に
あ
た
る
。

１
８
８
６

明
治
19

1

2
月
　
平
塚
ら
い
て
う
、東
京
市
麴
町
区
に
生
ま
れ
る
。
本
名
明
。

１
８
９
１

明
治
24

6

萬
本
家
の
筋
向
か
い
に
転
居
。
母
が
病
気
が
ち
に
な
り
、2
人
の
弟
と
と
も
に
本
家
の
家
族
と
暮
ら

す（
１
８
９
３
年
に
母
が
死
去
）。

１
９
０
０

明
治
33

15

3
月

土
沢
高
等
小
学
校
を
卒
業
。
祖
父
長
次
郎
は
孫
た
ち
を
手
元
か
ら
離
す
こ
と
を
嫌
い
中
学
進
学
に
反

対
す
る
。

１
９
０
２

明
治
35

17

祖
父
が
死
去
。
本
家
の
長
男
で
従
兄
弟
の
昌
一
郎
も
中
学
進
学
を
断
念
さ
せ
ら
れ
て
い
た
が
、以
降
、

2
人
は
進
学
志
望
を
強
め
る
。
萬
本
家
は
伯
母
タ
ダ（
昌
一
郎
の
母
）が
柱
と
な
る
。

１
９
０
３

明
治
36

18

3
月

上
京
し
、私
立
神
田
中
学
校
3
年
に
編
入
学
。
翌
月
、昌
一
郎
も
上
京
し
同
校
2
年
に
編
入
学
。

4
月
　
平
塚
ら
い
て
う
、日
本
女
子
大
学
校
入
学
。

10
月

私
立
中
学
郁
文
館
を
経
て
、昌
一
郎
と
と
も
に
私
立
早
稲
田
中
学
校
に
編
入
学
。

１
９
０
４

明
治
37

19

伯
母
タ
ダ
の
勧
め
で
、臨
済
宗
円
覚
寺
派
の
僧
侶
釈
宗
活
が
営
む
両
忘
会
の
禅
道
場「
両
忘
庵
」に
昌

一
郎
と
と
も
に
参
禅
す
る
よ
う
に
な
る
。

１
９
０
５

明
治
38

20

こ
の
頃
か
ら
白
馬
会
第
二
洋
画
研
究
所（
通
称
菊
坂
研
究
所
）に
通
い
始
め
る
。

平
塚
ら
い
て
う
、日
本
女
子
大
学
校
の
寮
友
木
村
政
子
の
紹
介
で
、両
忘

庵
で
禅
の
修
行
に
励
む
。

9
月

昌
一
郎
が
早
稲
田
中
学
を
退
学
。

12
月

両
忘
会
の
北
米
布
教
活
動
が
計
画
さ
れ
、両
忘
庵
の
門
人
10
数
名
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、昌
一
郎

が
出
航
。

１
９
０
６

明
治
39

21

3
月

早
稲
田
中
学
校
を
卒
業
。
翌
月
、早
稲
田
大
学
高
等
予
科
に
入
学
手
続
き
を
と
る
。

3
月
　
平
塚
ら
い
て
う
、日
本
女
子
大
学
校
卒
業
。

5
月

昌
一
郎
の
後
を
追
い
横
浜
港
を
出
航
。
米
国
到
着
後
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
対
岸
バ
ー
ク
レ
ー
の
米

人
家
庭
に
ボ
ー
イ
と
し
て
住
み
込
む
。

7
月

早
稲
田
大
学
高
等
予
科
へ
の
退
学
届
の
提
出
を
伯
母
タ
ダ
に
手
紙
で
依
頼
。

7
月
　
平
塚
ら
い
て
う
、　
見
性
し
慧
薫
の
安
名
を
授
か
る
。

8
月

宗
活
禅
師
一
行
が
出
航
。
到
着
後
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
対
岸
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
近
郊
に
土
地
付
き
家

屋
を
求
め
、こ
こ
を
本
部
と
し
て
北
米
両
忘
会
を
創
設
。

平
塚
ら
い
て
う
、修
行
を
続
け
る
な
か
で
浅
草
の
海
禅
寺
の
中
原
秀
嶽

を
知
る
。

9
月

周
辺
に
美
術
学
校
が
な
く
絵
画
の
勉
強
が
で
き
な
い
不
満
か
ら
、東
部
の
美
術
学
校
進
学
を
計
画
し
、

3
年
間
の
学
費
送
金
を
伯
母
タ
ダ
に
手
紙
で
依
頼
。

11
月

米
国
で
の
進
学
を
あ
き
ら
め
、昌
一
郎
を
残
し
て
帰
国
の
途
に
つ
く
。
昌
一
郎
は
翌
年
3
月
に
帰
国
。

12
月

再
び
菊
坂
研
究
所
に
通
い
始
め
る
。

１
９
０
７

明
治
40

22

4
月

東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
予
備
科
に
入
学
。
9
月
に
は
本
科
に
入
学
。

１
９
０
８

明
治
41

23

3
月
　
平
塚
ら
い
て
う
、森
田
草
平
と
塩
原
温
泉
奥
の
尾
頭
峠
に
向
か

い
、警
察
に
保
護
さ
れ
る「
塩
原
事
件（
後
の
煤
煙
事
件
）」。

１
９
０
９

明
治
42

24

春

浜
田
よ
志
と
結
婚
。

1
月
　
森
田
草
平
、塩
原
事
件
を
素
材
に『
煤
煙
』を『
東
京
朝
日
新
聞
』

に
連
載（
５
月
ま
で
）。

平
塚
ら
い
て
う
、日
本
禅
学
堂
で
参
禅
し
安
名
を
授
か
る
。
年
末
に
は

西
宮
市
の
海
清
寺
で
参
禅
し
安
名
を
授
か
る
。

１
９
１
０

明
治
43

25

2
月

長
女
フ
ミ（
後
に
登
美
と
改
名
。
と
み
子
、登
美
子
は
通
称
）誕
生
。

平
塚
ら
い
て
う
、前
年
に
続
い
て
禅
の
修
行
を
継
続
。

４
月
　『
白
樺
』創
刊
。

　
　
　
高
村
光
太
郎
、「
緑
色
の
太
陽
」を『
ス
バ
ル
』に
発
表
。

１
９
１
１

明
治
44

26

9
月
　『
青
鞜
』発
刊
。
平
塚
ら
い
て
う
、発
刊
の
辞「
元
始
女
性
は
太
陽

で
あ
っ
た
」を
発
表（
筆
名
ら
い
て
う
）。

11
月
頃
　
ル
イ
ス
・
ハ
イ
ン
ド『
後
期
印
象
派
』が
丸
善
の
店
頭
に
並
ぶ
。

１
９
１
２

明
治
45
・

大
正
元

27

3
月

東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
本
科
卒
業
。
引
き
続
き
1
年
間
ほ
ど
研
究
科
に
在
籍
。

卒
業
制
作《
裸
体
美
人
》［
図
４
］

4
月
　『
青
鞜
』2
巻
4
号
が
発
禁
処
分
。
尾
竹
紅
吉
の
言
動
を
中
心
に

ゴ
シ
ッ
プ
が
新
聞
を
賑
わ
し「
新
し
い
女
」へ
の
非
難
高
ま
る
。

岸
田
劉
生《
夕
陽
》
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6
月

雑
誌『
モ
ザ
イ
ク
』主
催
第
1
回
展
に
出
品
。

《
太
陽
と
道
》［
図
８
］

10
月

第
1
回
ヒ
ュ
ウ
ザ
ン
会
展
に
出
品
。

《
太
陽
の
麦
畑
》［
図
６
］

《
煙
突
の
あ
る
風
景
》

【
１
９
１
２
頃
】

《
太
陽
と
道
》［
図
７
］

《
仁
丹
と
ガ
ス
灯
》

１
９
１
３

大
正
2

28

1
月

『
岩
手
毎
日
新
聞
』に
初
の
画
論「
友
人
の
批
評
に
答
へ
る
手
紙
」を
寄
稿
。

「
友
人
の
批
評
に
答
へ
る
手
紙
」

1
月
　
平
塚
ら
い
て
う
、「
新
し
い
女
」を『
中
央
公
論
』に
発
表
。

2
月

短
期
現
役
志
願
兵
と
し
て
北
海
道
旭
川
の
第
7
師
団
へ
入
営
の
た
め
離
京
。

【
１
９
１
２‒

１
３
頃
】

《
雲
の
あ
る
自
画
像
》［
図
２
］

【
１
９
１
３
頃
】

《
自
画
像
》［
図
10
］

《
風
船
を
も
つ
女
》［
図
11
］

3
月

第
2
回
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
展
に
出
品
。
そ
の
後
、同
会
は
5
月
に
解
散
。

7
月

除
隊
後
、約
1
か
月
間
ス
ケ
ッ
チ
し
て
歩
い
た
後
、帰
京
。

9
月

小
林
徳
三
郎
に
誘
わ
れ
て
島
村
抱
月
、松
井
須
磨
子
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
芸
術
座
の
第
1
回
公
演
、

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
作『
モ
ン
ナ
・
ヴ
ァ
ン
ナ
』3
幕
の
舞
台
装
置
や
電
車
用
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
制
作
に

関
わ
る
。

１
９
１
４

大
正
3

29

6
月

長
男
博
輔
誕
生
。

平
塚
ら
い
て
う
、『
現
代
と
婦
人
の
生
活
』刊
行
。

9
月

生
活
と
制
作
上
の
理
由
か
ら
家
族
と
と
も
に
土
沢
に
帰
郷
。

１
９
１
５

大
正
4

30

5
月

盛
岡
で
開
か
れ
た
第
1
回
七
光
社
展
に
出
品
。

平
塚
ら
い
て
う
、『
青
鞜
』の
発
行
権
を
伊
藤
野
枝
に
譲
る
。

7
月

『
岩
手
毎
日
新
聞
』に
画
論「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」を
寄
稿
。

「
七
光
會
に
出
し
た
繪
其
他
」

【
１
９
１
５
頃
】「
鉄
人
独
語
」「
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク 

そ
の
三
五
」

12
月
　
平
塚
ら
い
て
う
、長
女
誕
生
。

１
９
１
６

大
正
5
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1
月

家
族
と
と
も
に
再
び
上
京
。

11
月

第
2
回
黒
耀
社
美
術
工
芸
展
に
出
品
。

１
９
１
７

大
正
6

32

5
月

第
2
回
日
本
美
術
家
協
会
展
に
土
沢
で
描
い
た
作
品
を
ま
と
め
て
出
品
。

9
月

第
4
回
二
科
展
に
出
品
。

第
4
回
院
展
洋
画
部
に
出
品
。

９
月
　
平
塚
ら
い
て
う
、長
男
誕
生
。

10
月

次
女
馨
子
誕
生
。

１
９
１
８

大
正
７
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夏
以
降

睡
眠
不
足
と
過
労
が
重
な
り
体
調
が
悪
化
。
肺
結
核
と
判
明
。

平
塚
ら
い
て
う
、与
謝
野
晶
子
と
母
性
保
護
論
争
を
開
始
。

11
月

神
経
衰
弱
と
肺
結
核
の
療
養
に
専
念
す
る
た
め
土
沢
の
昌
一
郎
に
資
金
的
な
援
助
を
手
紙
で
依
頼
。

12
月

治
療
を
受
け
、回
復
に
向
か
う
。

１
９
１
９

大
正
８
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3
月

病
状
を
心
配
し
父
が
上
京
。
転
地
療
養
を
決
め
、神
奈
川
県
茅
ケ
崎
で
療
養
中
の
弟
の
も
と
へ
1
人

で
赴
く
。

平
塚
ら
い
て
う
、『
母
性
の
復
興
』『
婦
人
と
子
供
の
権
利
』刊
行
。

9
月

家
族
を
呼
び
寄
せ
、茅
ケ
崎
の
借
家
で
生
活
を
と
も
に
す
る
。

１
９
２
３

大
正
12
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1
月

小
林
徳
三
郎
と
と
も
に
円
鳥
会
を
結
成
。
6
月
の
第
1
回
展
に
出
品
。

4
月

第
1
回
春
陽
会
展
に
出
品
。

三
女
多
津
子
誕
生
。

１
９
２
４

大
正
13

39

8
月

湘
南
洋
画
会
第
1
回
展
に
出
品
。
同
展
に
は
平
塚
高
等
女
学
校
在
学
中
の
長
女
登
美
子
も
出
品
。

１
９
２
５

大
正
14

40

7
月

第
2
回
湘
南
美
術
会
展
に
登
美
子
と
と
も
に
出
品
。
し
か
し
、年
末
頃
か
ら
登
美
子
は
健
康
を
害
し

病
床
に
つ
く
。

１
９
２
６

大
正
15
・

昭
和
元

41

12
月

長
女
登
美
子
、膀
胱
結
核
に
よ
り
自
宅
で
死
去
。
享
年
16
歳
。
非
常
に
落
胆
し
精
神
的
に
落
ち
込
む
。

１
９
２
７

昭
和
２

2
月

前
年
に
死
去
し
た
画
友
の
虫
明
柏
太
の
遺
作
展
開
催
に
発
起
人
と
し
て
尽
力
。

こ
の
頃
か
ら
健
康
が
す
ぐ
れ
ず
床
に
つ
く
。

4
月

第
5
回
春
陽
会
展
に
出
品
。

4
月
末
結
核
性
気
管
支
カ
タ
ル
か
ら
肺
炎
を
併
発
。

5
月

自
宅
で
死
去
。
享
年
41
歳
。

東
京
府
品
川
町
の
日
蓮
宗
妙
光
寺
で
葬
儀
、埋
葬
さ
れ
る
。

【
１
９
２
６‒
２
７
】《
裸
婦（
宝
珠

を
も
つ
人
）》未
完
成［
図
12
］

１
９
２
８

昭
和
3

4
月

第
6
回
春
陽
会
展
に
萬
鐵
五
郎
遺
作
室
と
し
て
80
点
が
展
示
さ
れ
る
。


