
要
旨河

井

次
郎
（
一
八
九
〇
〜
一
九
六
六
）
は
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
ご
ろ

か
ら
手
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
を
多
く
制
作
し
て
い
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
陶
器
の

文
様
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
木
彫
・
陶
彫
と
い
っ
た
立
体
物
か
ら
詩
句
ま
で
、
様
々
な

形
式
の
作
品
に
現
れ
る
。
本
稿
で
は
、
河
井
が
な
ぜ
手
の
モ
チ
ー
フ
を
多
く
用
い
た
の

か
、
そ
の
経
緯
と
モ
チ
ー
フ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
実
際
の
作
品
の
分
析
と
本
人
の
遺

し
た
文
章
を
通
じ
て
考
察
し
た
。
手
は
晩
年
の
河
井
が
生
み
出
し
た
詩
句
や
思
想
を
表

現
す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
河
井
本
人
に
と
っ
て
も
好
ま
し
い

造
形
で
あ
っ
た
た
め
に
多
く
用
い
て
い
た
。
本
人
の
発
言
や
「
宗
教
的
情
緒
」
と
い
う

独
自
の
宗
教
観
念
か
ら
、
特
定
の
宗
教
に
対
す
る
信
仰
を
表
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

仕
事
に
対
す
る
祈
り
や
万
物
を
生
み
出
す
手
へ
の
畏
敬
の
念
が
様
々
な
モ
チ
ー
フ
と
結

び
つ
い
て
独
特
な
宗
教
性
を
放
っ
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

河
井

次
郎
、
近
代
工
芸
、
民
藝
運
動
、
手
の
モ
チ
ー
フ

は

じ

め

に

河
井

次
郎
（
一
八
九
〇
〜
一
九
六
六
）
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
京
都
を
中
心
に
活

動
し
た
陶
芸
家
で
あ
る
。
暮
ら
し
の
道
具
に
美
を
見
出
す
民
藝
運
動
の
中
心
人
物
と
し
て
知
ら

れ
て
お
り
、
昭
和
元
年
（
一
九
二
六
）
に
は
同
じ
く
民
藝
運
動
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
柳

宗
悦
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
一
）
や
濱
田
庄
司
（
一
八
九
四
〜
一
九
七
八
）
と
共
に
「
日
本
民

藝
美
術
館
設
立
趣
意
書
」
を
発
布
し
、
近
代
工
芸
界
に
新
し
い
価
値
観
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の

一
方
で
、
河
井
は
晩
年
ま
で
精
力
的
に
作
品
制
作
を
続
け
た
多
作
の
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

彼
の
作
品
様
式
は
多
岐
に
渡
る
が
、
制
作
時
期
か
ら
三
つ
に
分
類
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

ま
ず
、
中
国
・
朝
鮮
の
古
陶
磁
に
影
響
を
受
け
た
前
期
様
式
（
大
正
期
）。
辰
砂
や
青
瓷
、
天

目
と
い
っ
た
釉
薬
の
研
究
に
努
め
、
東
京
高
等
工
業
学
校
（
現
在
の
東
京
工
業
大
学
）
窯
業
科

お
よ
び
京
都
市
立
陶
磁
器
試
験
場
時
代
に
培
っ
た
高
度
な
技
術
を
も
っ
て
中
国
古
典
を
倣
っ
た

モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
た
。
そ
の
後
、
柳
宗
悦
と
の
出
会
い
を
契
機
に
民
藝
運
動
に
傾
倒
す
る

中
期
様
式
（
昭
和
戦
前
期
）
に
な
る
と
、
繊
細
で
華
麗
な
作
品
か
ら
一
転
、「
即
用
美
」
を
モ

ッ
ト
ー
と
し
た
作
品
制
作
が
行
わ
れ
る
。
口
縁
の
太
い
茶
碗
や
湯
呑
み
、
陶
硯
と
い
っ
た
生
活

の
道
具
が
作
品
の
中
心
と
な
り
、
素
朴
で
質
実
剛
健
な
作
風
で
あ
る
。
そ
し
て
「
不
定
形
の
時

代
」⑴
と
も
呼
ば
れ
る
後
期
様
式
で
は
石
膏
の
型
を
用
い
た
左
右
非
対
称
の
器
や
、
打
薬
・
泥

河
井

次
郎
の
「
手
」

│
│
昭
和
二
十
五
年
以
降
を
中
心
に
│
│

新

明

琳

花

『
美
学
論
究
』
第
三
十
九
編

二
〇
二
三
年
九
月
二
十
日
発
行
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刷
毛
目
な
ど
の
着
彩
技
法
、
さ
ら
に
は
彫
像
や
金
工
デ
ザ
イ
ン
ま
で
、
陶
芸
家
の
枠
に
収
ま
ら

な
い
自
由
の
境
地
を
表
現
し
た
。

こ
の
よ
う
に
多
様
な
作
品
の
中
で
、
河
井
は
後
期
に
あ
た
る
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）

ご
ろ
か
ら
手
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
を
多
く
制
作
し
て
い
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
陶
器
の
文

様
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
木
彫
・
陶
彫
と
い
っ
た
立
体
物
か
ら
「
手
考
足
思
」⑵
等
の
自
身
の

詩
句
ま
で
、
様
々
な
形
式
の
作
品
に
現
れ
る
。
そ
の
た
め
、
河
井
の
後
期
作
品
群
に
お
い
て
手

は
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
河
井
が
最
終
的
に
到
達
し

た
世
界
観
を
表
現
し
た
詩
句
「
此
世
こ
の
ま
ゝ
大
調
和
」⑶
の
拓
本
（
図
１
）
に
お
い
て
、
両

手
を
器
の
よ
う
に
し
て
広
げ
た
挿
絵
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
河

井
が
晩
年
に
手
の
モ
チ
ー
フ
を
好
ん
で
用
い
て
い
た
こ
と
は
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
手
と
い
う
具
体
的
な
モ
チ
ー
フ
を
取
り
扱
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
不
定
形
の
時
代
」
の
作
品
群
の
一
つ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
意
図
を
十
分
に
検
討
し
た

研
究
は
少
な
い
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
河
井

次
郎
が
な
ぜ
手

の
モ
チ
ー
フ
を
多
く
用
い
た
の
か
、
そ
の
経
緯
と
モ
チ
ー
フ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
実
際
の
作

品
の
分
析
と
本
人
の
遺
し
た
文
章
を
通
じ
て
考
察
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
河
井
が
自
ら
の
制
作

的
思
想
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
品
に
昇
華
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目

的
と
す
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
木
彫
を
本
格
的
に
開
始
し
た
昭
和
二

十
五
年
（
一
九
五
〇
）
と
い
う
転
換
点
を
基
準
に
、
独
自
に
三
つ
の
時
代
区
分
を
設
置
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
区
分
の
特
徴
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
作
品
と
文
献
か
ら
論
述
す
る
。
次
の
第

二
章
で
は
、
最
も
活
発
に
「
手
」
作
品
が
制
作
さ
れ
た
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
か
ら
昭

和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
十
年
間
で
、
他
の
モ
チ
ー
フ
と
手
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
作
品
に

込
め
ら
れ
た
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
章
の
各
節
で
は
特
に
多
く
確
認
さ
れ
る

「
花
」、「
丸
」、「
詩
句
」
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
論
じ
る
。
以
上
か
ら
、
河
井

次
郎
の
手
の

モ
チ
ー
フ
の
あ
り
よ
う
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
を
本
稿
の
課
題
と
す
る
。

ま
た
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
手
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
た
作
品
は
展
覧
会
図
録
や
関
連
書
籍
に

て
図
版
お
よ
び
作
品
情
報
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
定
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
は

表
に
示
し
た
が
、
本
稿
で
取
り
扱
う
手
の
作
品
群
の
特
徴
に
つ
い
て
以
下
に
て
概
略
的
に
示

す
。一

覧
表
（
一
五
頁
）
に
示
し
た
作
品
は
全
五
十
点
。
そ
の
う
ち
、
手
が
陶
器
の
文
様
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
二
十
六
点
。
彫
像
（
木
彫
、
陶
彫
、
面
含
む
）
が
二
十
点
、
そ
の
他

拓
本
や
小
間
絵
と
い
っ
た
挿
絵
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
が
四
点
で
あ
る
。
木
彫
に
つ
い

て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
河
井

次
郎
記
念
館
の
所
蔵
、
つ
ま
り
本
人
が
長
ら
く
所
有
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
作
品
情
報
が
確
認
で
き
た
も
の
が
少
な
い
た
め
に
表
に
は
含
ま
な
か
っ
た
も

の
の
、
河
井
は
戦
後
六
十
歳
か
ら
約
十
年
間
に
百
点
近
い
木
彫
作
品
を
残
し
た
と
さ
れ
て
お

り
⑷
、
二
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
存
在
し
な
い
。
河
井
の
自
宅
で
の
様
子
を
写
し
た
写
真
か
ら

も
数
点
の
手
の
彫
像
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
本
稿
と
は
論
旨
が
離
れ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
こ
で
の
記
述
に
留
め
る
が
、
木
彫
を
は

じ
め
河
井

次
郎
の
作
品
ア
ー
カ
イ
ブ
の
一
般
化
が
、
今
後
の
河
井
研
究
に
お
い
て
重
要
な
課

題
と
な
る
だ
ろ
う
。

第
一
章
「
手
」
作
品
の
成
立

本
章
に
お
い
て
は
、
河
井

次
郎
の
「
手
」
作
品
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
概

観
す
る
。
河
井
の
木
彫
制
作
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
「
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）」
を
基

準
に
、
そ
の
前
後
の
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
こ
と
で
、
河
井
の
作
品
に
お
い
て
手
の
モ
チ

ー
フ
の
現
れ
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節
「
手
」
の
黎
明
期
│
昭
和
二
十
五
年
以
前

手
の
モ
チ
ー
フ
が
最
も
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
で
あ
る

河
井

次
郎
の
「
手
」

二二



が
、
そ
れ
以
前
に
も
河
井
の
「
手
」
作
品
は
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
最
も
古
い
と
さ
れ
て
い
る

も
の
が
小
間
絵
で
あ
る
。
河
井
は
当
時
深
い
交
流
の
あ
っ
た
毎
日
新
聞
京
都
支
局
長
の
岩
井
武

俊
（
一
八
八
六
〜
一
九
六
五
）
と
の
関
わ
り
か
ら
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
頃
よ
り
毎
日
新

聞
紙
上
に
小
間
絵
（
挿
絵
）
を
提
供
し
て
い
た
。
そ
の
数
お
よ
そ
六
百
種
と
も
言
わ
れ
る

が
⑸
、
そ
れ
ら
の
小
間
絵
は
新
聞
掲
載
の
度
に
河
井
の
親
族
ら
に
よ
っ
て
切
り
抜
か
れ
、《
小

間
絵
集
》（
作
品
No.１
）
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
題
材
と
し
て
は
、
動
植
物
や

風
景
な
ど
の
自
然
物
か
ら
、
家
具
や
食
器
と
い
っ
た
生
活
の
道
具
ま
で
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、

そ
の
中
に
は
手
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
た
小
間
絵
が
数
点
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で

は
後
述
す
る
宗
教
的
な
要
素
は
見
ら
れ
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
手
の
動
作
そ
の
も
の
に
着
目

し
て
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
、
河
井
の
孫
で
あ
る
鷺
珠
江
氏
は

『
民
藝
』
第
七
八
七
号
「
河
井

次
郎
の
小
間
絵
に
つ
い
て
」
の
中
で
動
体
物
と
静
止
物
の
表

現
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
河
井
本
人
が
小
間
絵
の
題
材
の
中
で
特
に
好
ん
で
力
を

注
い
だ
モ
チ
ー
フ
は
無
い
と
述
べ
て
い
た
と
し
て
い
る
⑹
。

ま
た
、
河
井
は
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
以
前
に
も
手
の
モ
チ
ー
フ
を
器
の
文
様
と
し

て
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
図
版
を
収
集
し
た
作
品
の
中
で
は
《
流
描
き
両
手
文
鉢
》

（
作
品
No.２
）、《
流
し
描
双
手
大
鉢
》（
作
品
No.３
）、《
象
嵌
双
手
文
鉢
》（
作
品
No.４
）、《
鉄
薬
筒
描

双
手
文
扁
壺
》（
作
品
No.５
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
ど
の
作
品
も
両
手
を
皿
の
よ
う
に
し
て
広
げ

て
い
る
よ
う
な
文
様
が
共
通
し
て
い
る
。
河
井
は
上
記
の
作
品
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
雑
誌
『
工

藝
』
で
実
際
の
窯
元
を
訪
れ
た
際
の
体
験
に
つ
い
て
綴
っ
た
「
陶
技
始
末
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ

を
連
載
し
て
い
た
。
両
手
の
文
様
は
、
こ
の
「
陶
技
始
末
」
の
中
で
河
井
が
述
べ
た
以
下
の
論

考
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

片
手
は
皿
で
兩
手
を
合
わ
せ
る
と
碗
に
な
る
。（
第
捨
、
捨
一
圖
）
何
も
が
始
め
の
食
器
。

人
が
電
燈
に
自
分
等
の
眼
を
置
き
換
え
て
夜
を
見
守
る
樣
に
碗
や
皿
は
五
體
か
ら
離
れ
た

手
に
相
違
な
い
。⑺

「
陶
技
始
末
」
の
該
当
部
分
の
挿
絵
と
、
こ
れ
ら
作
品
群
の
意
匠
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
考
え
に
沿
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
碗
が
描
か
れ
た
碗
、
あ

る
い
は
手
が
描
か
れ
た
手
で
あ
ろ
う
か
。
河
井
ら
し
い
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
発
行
の
『
工
藝
』
第
二
巻
に
は
《
小
繪
馬
「
双
手
の

手
」》（
図
２
）
と
い
う
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
染
色
家
で
河
井
と
も
親
交
の
あ

っ
た
芹
澤
銈
介
（
一
八
九
五
〜
一
九
八
四
）
が
所
有
し
て
い
た
民
画
⑻
で
あ
る
。
こ
れ
は
栃
木

県
足
利
町
大
手
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
、
所
願
成
就
、
特
に
手
の
病
と
手
技
練
達
祈
願
の

た
め
の
絵
馬
と
言
わ
れ
て
い
る
⑼
。
同
雑
誌
に
は
河
井
の
論
述
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の

河
井
は
お
そ
ら
く
こ
の
民
画
を
目
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
河
井
が
初
期
に
制
作
し
た
双
手
の
文

様
と
絵
馬
に
描
か
れ
た
手
は
、
左
右
は
異
な
る
も
の
の
、
両
手
の
掌
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
広
げ

て
い
る
姿
や
指
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
造
形
が
共
通
し
て
い
る
。
河
井
は
こ
の
民
画
を
き
っ
か
け

に
手
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
陶
器
の
文
様
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、
モ
チ
ー
フ

と
し
て
の
手
の
始
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
通
り
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
以
前
に
も
手
に
つ
い
て
の
河
井
の
言
及
や
作

品
は
あ
る
も
の
の
、
手
と
他
の
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
や
ポ
ー
ズ
な
ど
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
少
な
い
と
言
え
る
。「
陶
技
始
末
」
で
の
論
考
は
、
の
ち
の
「
機
械
は
新
し
い
人
間

の
手
」
と
い
う
戦
後
の
思
想
の
前
身
で
あ
る
。
同
様
に
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
手
の
造
形
表

現
の
萌
芽
は
見
ら
れ
る
が
、
戦
後
ほ
ど
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
だ
装
飾
パ
タ
ー
ン
の

一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

第
二
節
「
手
」
作
品
の
転
換
期
│
昭
和
二
十
五
年
か
ら
昭
和
三
十
五
年

前
述
の
通
り
、
一
般
に
「
手
」
作
品
が
本
格
的
に
制
作
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
（
一
九

五
〇
）
以
降
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
、
河
井
は
京
仏
師
の
松
久
武
雄
（
の
ち
の
松
久
宗
琳
）

と
共
同
で
木
彫
制
作
を
始
め
た
。
河
井
が
粘
土
で
原
型
を
作
り
、
そ
れ
を
手
本
に
松
久
が
下
彫

り
を
担
当
し
、
河
井
が
仕
上
げ
を
行
っ
た
。
木
彫
の
制
作
に
つ
い
て
、
河
井
は
以
下
の
よ
う
に

河
井

次
郎
の
「
手
」
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述
べ
て
い
る
。

（
木
彫
の
）
始
り
は
な
ん
て
い
い
ま
す
か
、
陶
器
で
は
造
形
的
な
面
で
ど
う
し
て
も
出
来

な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で
木
を
素
材
と
し
て
自
分
の
好
き
な
彫
り
の
造
型
を
や
つ
て
見

た
わ
け
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
や
つ
て
見
る
と
陶
器
を
作
る
と
同
じ
気
持
ち
で
な
け
れ
ば
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
気
持
ち
は
同
じ
で
も
陶
器
と
は
全
然
別
の

も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。⑽

木
彫
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
河
井
の
自
宅
を

建
造
し
た
際
に
余
っ
た
古
材
を
利
用
し
て
猫
や
少
女
の
像
を
彫
っ
た
こ
と
⑾
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
の
早
期
の
木
彫
に
つ
い
て
、
諸
山
正
則
氏
は
「
身
近
な
欲
求
と
い
う
か
、
作
り
た
い
と

い
う
素
直
な
機
縁
に
基
づ
く
制
作
で
あ
ろ
う
。」⑿
と
評
価
し
て
お
り
、
特
別
に
何
か
を
表
現
し

よ
う
と
す
る
情
熱
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
昭
和
二
十

五
年
（
一
九
五
〇
）
以
降
の
木
彫
制
作
、
と
り
わ
け
手
の
彫
像
を
始
め
た
契
機
と
し
て
は
「
木

喰
仏
」
と
の
出
会
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

木
喰
仏
と
は
江
戸
時
代
後
期
の
遊
行
僧
・
木
喰
五
行
上
人
に
よ
っ
て
彫
ら
れ
た
仏
像
で
、
遊

行
の
際
に
各
地
で
庶
民
に
向
け
て
発
願
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
間
か
ら
は
長
ら
く
そ
の
存
在
を

忘
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
柳
宗
悦
が
運
命
的
な
出
会
い
を
果

た
し
、
調
査
お
よ
び
研
究
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

河
井
は
濱
田
庄
司
に
連
れ
ら
れ
て
初
め
て
柳
の
自
宅
を
訪
れ
た
際
に
木
喰
仏
と
対
面
し
た

が
、
民
衆
の
た
め
に
作
ら
れ
た
、
こ
の
素
朴
な
造
像
に
い
た
く
感
動
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

柳
に
よ
る
木
喰
仏
の
探
索
調
査
に
同
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
⒀
。
河
井
は
島
根
新
聞
（
昭
和
三

十
三
年
十
月
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
て
、
丹
波
で
の
調
査
の
思
い
出
を
語
る
と
と
も
に
、
木
彫

を
始
め
た
き
っ
か
け
で
あ
る
と
も
発
言
し
て
い
る
⒁
。
確
か
に
、
表
面
の
仕
上
げ
や
《
木
彫

像
》（
作
品
No.３３
）
の
手
の
甲
の
部
分
に
彫
ら
れ
て
い
る
、
頬
が
ふ
っ
く
ら
と
し
て
い
て
微
笑
み

を
湛
え
た
顔
の
造
形
な
ど
か
ら
も
河
井
の
木
彫
が
木
喰
仏
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
推
測
で

き
る
（
図
３
）。

ま
た
、
河
井
は
手
の
始
ま
り
が
本
人
の
著
書
『
火
の
誓
い
』（
昭
和
二
十
八
年
、
朝
日
出
版

社
発
行
）
の
カ
ッ
ト
を
描
い
た
こ
と
で
あ
る
と
雑
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
述
べ
て
い
る
⒂
。
河

井
は
第
二
次
世
界
大
戦
下
で
窯
に
自
由
に
火
を
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
に
作
品
制

作
を
一
時
中
断
し
、
そ
の
代
わ
り
に
日
記
や
詩
句
の
執
筆
に
励
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
戦
後

に
纏
め
ら
れ
、『
火
の
誓
い
』
を
は
じ
め
と
し
た
書
物
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
頃
、「
思
想
上
の

転
機
」
と
呼
ば
れ
る
河
井
の
中
で
も
重
要
な
思
想
の
深
化
が
起
こ
る
が
、
そ
の
時
代
の
文
章
と

手
の
モ
チ
ー
フ
が
結
び
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
出
来
事
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
か
、
こ
の
時
期
の
手
の
作
品
群
は
宗
教
的
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
た
も

の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
花
や
玉
、
あ
る
い
は
河
井
自
身
の
言
葉
な
ど
他
の
モ
チ
ー
フ
と
手
を
組

み
合
わ
せ
た
も
の
が
多
く
、
手
の
ポ
ー
ズ
も
仏
像
の
手
印
を
想
起
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
一
覧
表
（
一
五
頁
）
に
示
し
た
作
品
に
つ
い
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
も
の

の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
十
年
間
に
制
作
さ
れ
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
の
具
体
的
な
検
討
に
つ
い
て

は
後
述
の
第
二
章
に
て
行
う
が
、
こ
の
時
代
に
「
手
」
作
品
が
最
も
多
く
制
作
さ
れ
、
そ
こ
に

河
井
の
制
作
的
思
想
が
具
体
的
な
表
現
と
し
て
表
れ
て
い
た
。

第
三
節
「
手
」
作
品
の
展
開
│
陶
彫
の
登
場
、
手
か
ら
顔
へ

像
か
ら
面
へ

昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
以
降
、
最
晩
年
の
「
手
」
作
品
に
は
二
つ
の
変
化
が
訪
れ

る
。
一
つ
目
は
彫
像
の
材
質
の
変
化
で
あ
る
。
木
彫
中
心
で
あ
っ
た
河
井
の
彫
像
は
、
こ
の
頃

よ
り
材
質
を
土
に
変
化
さ
せ
た
。
ま
た
、
河
井
の
陶
彫
は
そ
の
多
く
が
先
の
木
彫
を
主
題
と
し

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
《
呉
洲
陶
彫
像
》（
作
品
No.４６
）
は
、《「
手
」
連
作

木
彫

像
》（
作
品
No.１９
）
を
元
に
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
４
、
５
）。
し
か
し
、
河

井
は
そ
の
ま
ま
全
く
同
じ
形
態
の
も
の
を
作
る
の
で
は
な
く
、
素
材
の
変
化
に
基
づ
い
て
、
あ

る
程
度
造
形
上
の
微
調
節
を
行
う
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
作
品
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
特
に

河
井

次
郎
の
「
手
」
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陶
彫
に
つ
い
て
は
、
打
薬
技
法
や
改
め
て
研
究
を
行
っ
た
新
た
な
釉
調
の
釉
薬
を
施
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
由
な
造
形
が
よ
り
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
打
薬
は
河
井
が
晩
年
に
頻

繁
に
用
い
た
独
自
の
技
法
で
、
粗
土
に
よ
る
素
地
に
赤
や
緑
、
黒
な
ど
の
は
っ
き
り
と
し
た
色

調
の
釉
薬
を
激
し
く
打
ち
付
け
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
作
品
が
よ
り
躍
動

感
を
持
ち
、
自
由
な
印
象
に
仕
上
が
る
。

と
こ
ろ
で
、
木
彫
像
か
ら
陶
彫
像
に
材
質
が
変
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
河
井
の
養
嗣
子
で

あ
る
河
井
博
次
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
。

そ
の
後
こ
の
原
型
（
彫
像
の
粘
土
原
型
）
を
石
膏
に
と
り
、
テ
ラ
コ
ツ
タ
に
焼
い
た
も
の

の
、
そ
れ
は
父
の
満
足
を
得
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
素
材
と
し
て
木
の
方
が
、
こ
の

造
形
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
父
は
、
そ
れ
を
木
彫
に
置
き
換
え
た
。（
中
略
）
こ
の

十
年
余
、
倉
庫
に
眠
っ
て
い
た
石
膏
の
原
型
が
、
今
こ
う
し
て
陶
彫
と
し
て
再
誕
生
し
た

の
は
、
二
年
前
よ
り
（
昭
和
三
十
五
年
頃
）
使
い
出
し
た
京
都
の
掘
っ
た
ま
ま
の
粗
土

が
、
そ
の
造
形
に
ふ
さ
わ
し
い
素
材
と
し
て
登
場
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
釉
薬
が
見
つ

か
っ
た
た
め
で
あ
る
。⒃

粗
土
と
は
水
簸
⒄
に
よ
っ
て
精
製
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
ま
ま
の
粘
土
で
あ
る
が
、
河
井
は
晩

年
こ
の
素
材
を
好
ん
で
用
い
て
い
た
。
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に
行
わ
れ
た
京
都
市
水

道
局
に
よ
る
排
水
管
敷
設
替
工
事
の
現
場
で
掘
り
出
さ
れ
廃
棄
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
土
が
、

河
井
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
だ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
譲
り
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
が
き
っ
か

け
で
あ
る
⒅
。
こ
の
素
材
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
前
の
水
簸
し
た
粘
土
で
作
ら
れ
た
陶

彫
と
比
べ
る
と
、
生
命
力
の
あ
る
ず
っ
し
り
と
し
た
印
象
を
受
け
る
。《
三
色
打
薬
陶
彫
》（
作

品
No.４４
）
な
ど
は
、
こ
れ
に
前
述
の
打
薬
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
独
特
の
存
在
感
を
放
つ
作
品
と

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
河
井
は
元
々
陶
彫
の
構
想
は
持
っ
て
い
た
が
既
存
の
素
材
で
は
満

足
で
き
ず
、
当
時
ふ
さ
わ
し
い
と
感
じ
た
木
材
に
挑
戦
す
る
。
そ
の
後
、
表
現
す
る
に
相
応
し

い
素
材
を
入
手
し
た
こ
と
で
開
始
さ
れ
た
待
望
の
陶
彫
で
あ
っ
た
。

材
質
の
変
化
に
関
し
て
言
え
ば
、
河
井
は
木
彫
を
金
属
像
に
す
る
こ
と
も
希
望
し
て
い
た
。

雑
誌
『
民
藝
』（
一
九
五
七
年
二
月
号
）
で
は
、
木
彫
に
つ
い
て
「
自
分
と
し
て
も
全
部
鉄
や

ブ
ロ
ン
ズ
、
真
鍮
な
ど
に
し
た
い
も
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。」⒆
と
述
べ
、
金
工
へ
の
意
欲

を
示
し
て
い
る
。
河
井
と
い
え
ば
、
昭
和
三
十
年
代
前
半
を
中
心
に
手
掛
け
た
真
鍮
の
キ
セ
ル

デ
ザ
イ
ン
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
頃
よ
り
も
っ
と
大
き
な
作
品
に
金
属
を
用
い
る

こ
と
を
所
望
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
河
井
が
生
き
て
い
る
間
に
彫
像
を
金
属
に
す
る
こ
と
は

叶
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
遺
族
の
意
向
に
よ
り
河
井

次
郎
記
念
館
の
開
館
十
五
周

年
に
合
わ
せ
て
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
作
成
さ
れ
た
。

そ
し
て
、「
手
」
作
品
に
お
け
る
二
つ
目
の
変
化
は
彫
像
か
ら
彫
面
へ
、
さ
ら
に
手
の
表
現

も
人
体
、
そ
し
て
顔
の
表
現
へ
と
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
諸
山
氏
の
分
類
⒇
に
よ
れ
ば
、
昭

和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
前
述
の
通
り
、
手
の
シ
リ
ー
ズ
が
始
ま
り
、
昭
和
二
十
八
年

（
一
九
三
五
）
に
は
人
体
像
が
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
九
）
に
は
木
彫
面
の
制
作
が
始
ま

る
。
人
体
像
、
木
彫
面
と
も
に
写
実
性
と
は
か
け
離
れ
た
独
特
の
抽
象
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま

さ
に
こ
の
時
期
に
お
け
る
河
井
の
思
想
的
変
化
と
い
え
ば
、
カ
メ
ラ
や
オ
ー
ト
三
輪
車
、
ス
ク

ー
タ
ー
な
ど
見
る
も
の
全
て
が
「
顔
」
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
21
。
河
井

次

郎
記
念
館
に
は
作
品
の
他
に
河
井
本
人
に
よ
っ
て
切
り
抜
か
れ
た
新
聞
や
雑
誌
の
記
事
・
写
真

の
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
電
車
の
連
結
器
部
分
を
真
上
か
ら
撮
影

し
た
写
真
が
あ
る
。
こ
れ
が
顔
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
切
に
額
装
し
て
保
管
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
物
体
が
顔
に
見
え
る
現
象
は
「
シ
ミ
ュ
ラ
ク
ラ
現
象
」22
に
近
し

い
も
の
で
あ
る
が
、
河
井
は
そ
れ
を
眼
で
楽
し
み
作
品
制
作
に
活
か
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

河
井
の
木
彫
面
を
見
れ
ば
確
か
に
機
械
を
思
わ
せ
る
外
観
も
、
河
井
の
機
械
へ
の
関
心
と
の
関

連
性
が
見
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
以
降
の
「
手
」
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
以
上
の
よ

う
な
過
程
を
通
し
て
、
も
は
や
手
を
離
れ
て
顔
や
人
体
へ
と
展
開
し
、
よ
り
自
由
で
幾
何
学
的

河
井

次
郎
の
「
手
」

五



な
作
風
に
な
っ
て
い
っ
た
。

本
章
で
は
河
井

次
郎
の
手
の
作
品
群
が
い
つ
始
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か

に
つ
い
て
論
じ
た
。〈
昭
和
二
十
五
年
以
前
〉〈
昭
和
二
十
五
年
か
ら
昭
和
三
十
五
年
〉〈
昭
和

三
十
五
年
以
降
〉
の
三
つ
の
時
代
区
分
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
登
場
し
た
「
手
」
作
品
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
手
の
モ
チ
ー
フ
は
戦
後

に
突
然
登
場
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
戦
前
に
も
そ
の
前
身
と
な
る
作
品
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
か
ら
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
間
に
本
格
的
に

「
手
」
作
品
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
、
他
の
モ
チ
ー
フ
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
な
ど

具
象
的
で
多
様
な
作
品
展
開
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
以
降
に

は
手
や
顔
、
人
体
の
造
形
へ
と
変
わ
り
、
抽
象
的
か
つ
機
械
的
な
表
現
へ
と
変
化
し
て
い
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
は
手
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
作
品
は
木
彫
を
リ
メ
イ
ク
さ
せ
た
陶
彫
以

外
の
作
品
で
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
の
モ
チ
ー
フ
に
限
定
し
て
考
え
る
な
ら

ば
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
か
ら
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
十
年
間
に
制
作
し

た
作
品
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
河
井
が
手
に
込
め
た
思
い
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。第

二
章
「
手
」
作
品
の
分
析

本
章
に
お
い
て
は
特
に
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
か
ら
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）

の
間
に
制
作
さ
れ
た
「
手
」
作
品
に
注
目
す
る
。
前
述
の
通
り
、
制
作
さ
れ
た
手
の
作
品
が
最

も
多
く
、
手
と
他
の
モ
チ
ー
フ
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
作
品
が
多
い
こ
と
が
こ
の
時
期
の
特
徴
で

あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
「
花
」、「
丸
」、「
詩
句
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
分

析
を
行
う
こ
と
で
、
河
井
が
手
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
ど
の
よ
う
な
思
想
を
込
め
て
い
た
の
か
を

考
察
す
る
。

第
一
節

花

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
以
降
の
作
品
の
中
に
は
手
で
花
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
数
点

見
ら
れ
る
。
一
覧
表
（
一
五
頁
）
に
示
し
た
作
品
の
中
で
は
、
九
点
の
作
品
が
こ
れ
に
あ
た

る
。
花
の
持
ち
方
と
し
て
は
、
お
お
よ
そ
二
つ
の
様
式
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、《
鉄
薬
筒
描

花
手
文
陶
板
》（
作
品
No.１３
）
の
よ
う
に
指
で
花
を
摘
ん
だ
も
の
。
上
記
の
作
品
は
親
指
と
人
差

し
指
で
花
を
摘
ん
で
い
る
が
、《
三
彩
花
手
文
鉢
》（
作
品
No.１８
）
な
ど
は
親
指
と
中
指
、
薬
指
で

花
を
摘
み
、
い
わ
ゆ
る
狐
の
よ
う
な
手
の
ポ
ー
ズ
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
《
呉
洲
筒
描

花
手
扁
壺
》（
作
品
No.１７
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
花
を
上
向
け
に
し
て
茎
の
部
分
を
握
り
、
人
差

し
指
に
沿
っ
て
立
た
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

花
の
部
分
に
注
目
す
る
と
、
丸
み
の
あ
る
雫
の
よ
う
な
形
で
、
萼
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
茎
が

伸
び
て
お
り
、
先
端
部
に
玉
が
つ
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
花
の
部
分
は
花
び
ら
が
開
い
た
状

態
と
い
う
よ
り
、
蕾
の
よ
う
で
あ
る
。
上
記
は
全
て
の
花
に
共
通
し
た
造
形
表
現
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
全
て
蓮
の
蕾
で
あ
る
と
考
え
る
。
蓮
の
蕾
の
特
徴
と
し
て
、
茎
に
葉
が
付
い
て
お
ら

ず
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
丸
い
蕾
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
絵
師
・

東
東
洋
（
一
七
五
五
〜
一
八
三
九
）
の
《
蓮
池
図
》（
図
６
）
の
手
前
左
側
に
描
か
れ
て
い
る

水
面
か
ら
蕾
だ
け
が
つ
い
た
茎
が
す
ら
っ
と
伸
び
て
い
る
様
は
河
井
の
花
の
造
形
と
類
似
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
河
井
と
比
較
的
近
い
時
代
の
画
家
・
土
田
麦
僊
（
一
八
八
七
〜
一
九
三
六
）

の
《
蓮
華
（
下
図
）》（
図
７
）
も
ま
た
、
同
様
の
形
状
の
蕾
お
よ
び
茎
で
あ
る
と
わ
か
る
。
ま

た
、
蓮
と
同
じ
よ
う
に
水
辺
に
咲
き
、
し
ば
し
ば
画
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
花
と
し
て
燕

子
花
、
あ
る
い
は
菖
蒲
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
花
の
蕾
は
細
長
く
先
端
が
鋭
く
尖
っ
た

形
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
河
井
が
描
い
た
花
は
蓮
の
蕾
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
花
が
蓮
の
蕾
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
な
雰
囲
気
を
帯
び
る
河
井
の
「
花
手
」

や
「
拈
華
」
と
称
さ
れ
る
作
品
群
か
ら
は
、「
拈
華
微
笑
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
連
想
す
る
こ

と
が
で
き
る
。「
拈
華
微
笑
」
と
は
禅
宗
に
お
け
る
逸
話
の
一
つ
で
、
禅
宗
の
始
ま
り
を
伝
え

る
も
の
と
し
て
最
も
有
名
な
話
の
一
つ
で
あ
る
。
話
の
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
以
下
の
通
り
で
あ

河
井

次
郎
の
「
手
」

六六



る
23
。あ

る
日
、
釈
迦
牟
尼
仏
が
霊
鷲
山
で
説
法
し
て
い
た
が
、
方
広
と
言
う
名
の
大
梵
天
王
か

ら
一
つ
の
蓮
華
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
拈
っ
て
会
場
の
人
々
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
弟
子
の

摩
訶
釈
葉
だ
け
が
そ
の
意
を
悟
っ
て
、
に
っ
こ
り
と
微
笑
ん
だ
。
そ
れ
を
見
た
釈
迦
牟
尼

仏
は
、「
吾
れ
に
正
方
眼
蔵
、
涅
槃
妙
心
、
実
相
無
相
、
微
妙
の
法
門
あ
り
、
不
立
文
字
、

教
外
別
伝
、
総
持
人
持
、
凡
夫
成
仏
、
第
一
義
諦
、
今
方
に
摩
訶
釈
葉
に
付
属
す
。」
と

言
っ
た
と
い
う
。

河
井
と
禅
宗
の
関
係
と
い
え
ば
、
河
井
の
生
家
の
信
仰
は
禅
宗
の
曹
洞
宗
で
あ
っ
た
24
。
熱

心
な
教
徒
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
宗
教
の
教
理
と
は
没
交
渉
で
あ
っ
た
河
井
だ
が
、
道
元
の

修
証
義
は
読
ん
で
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
河
井
は
愛
読
書
に
仏
教
書
や
聖
書
を
挙
げ
る
な
ど
宗

教
に
は
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
た
め
、
花
手
の
作
品
に
お
い
て
「
拈
華
微
笑
」

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
河
井
の
宗
教
観
を
鑑
み
る
と
そ
こ
ま
で
強
固
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
神
と
仏
と
は
、
私
に
と
っ
て
一
本
の
縄
の
よ

う
な
も
の
で
し
た
。」25
と
語
る
河
井
は
、
幼
い
頃
か
ら
特
定
の
宗
教
・
宗
派
へ
の
信
仰
心
と
い

う
よ
り
は
も
っ
と
漠
然
と
し
た
神
仏
へ
の
親
し
み
の
感
情
を
持
っ
て
い
た
。
盆
が
来
れ
ば
先
祖

が
帰
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
し
、
終
わ
れ
ば
本
当
に
別
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
河

井
の
自
宅
に
は
年
中
し
め
縄
と
餅
花
が
飾
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し
て
い
る
と
家
の
中
に
神
様

や
仏
様
が
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
。
そ
こ
に
教
義
や
理
屈
な
ど
は
な
く
、
心
の
底
か
ら
実
感

と
し
て
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
宗
教
に
対
す
る
知
識
は
豊
富
な
河
井
で
あ
っ
た

が
、
自
身
と
宗
教
と
の
距
離
感
は
極
め
て
日
本
的
で
あ
っ
た
。「
少
し
も
ム
ジ
ュ
ン
を
感
ぜ
ず

に
、
お
寺
の
前
で
お
じ
ぎ
を
し
て
か
ら
、
す
ぐ
そ
の
後
で
神
様
に
お
ま
い
り
で
き
る
の
で

す
。」26
と
い
う
言
葉
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
河
井
は
そ
う
い
っ
た
宗
教
へ
の
心
の

在
り
方
を
「
宗
教
的
情
緒
」27
と
呼
び
、
こ
の
情
緒
を
通
し
て
宗
教
や
信
仰
な
ど
を
体
感
し
て

い
た
。「
手
」
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
宗
教
的
な
雰
囲
気
は
、
河
井
自
身
の
宗
教
的
情
緒
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
こ
れ
ら
の
「
手
」
作
品
に
宗
教
的
な

も
の
を
感
じ
る
と
指
摘
さ
れ
た
際
に
は
、「
仏
臭
さ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
自
認
し
つ
つ

も
、「
実
際
に
は
自
分
で
も
分
か
ら
な
い
ん
だ
」28
と
述
べ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
品
の
解
釈
の

仕
方
は
見
る
人
の
受
け
取
り
方
次
第
で
あ
る
と
し
た
29
。

河
井
は
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
一
月
一
日
か
ら
日
誌
を
執
筆
し
て
お
り
、
日
々
の
気
候

や
出
来
事
、
自
身
の
心
情
な
ど
を
書
き
綴
っ
て
い
る
。
こ
の
日
誌
は
現
在
『
毛
筆
日
記
』
と
称

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
二
月
四
日
の
日
誌
に
は
以
下
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。

今
又
真
ニ
ア
ル
ト
ア
ラ
ユ
ル
モ
ノ
非
生
有
生
一
切
ノ
モ
ノ
ガ
大
キ
ナ
力
ニ
ヨ
ツ
テ
ア
ラ
セ

ラ
ル
事
ヲ
思
フ
此
身
モ
コ
ノ
マ
ゝ
一
切
大
イ
ナ
ル
力
ニ
生
カ
サ
レ
テ
居
ル
30

日
誌
に
現
れ
る
「
大
キ
ナ
力
」
あ
る
い
は
「
大
イ
ナ
ル
力
」
に
つ
い
て
は
浪
波
利
奈
氏
の

「
河
井

次
郎
の
制
作
と
思
索
」
に
詳
し
い
が
、
河
井
に
と
っ
て
の
「
大
イ
ナ
ル
力
」
と
は
神

や
仏
、
あ
る
い
は
自
然
と
い
っ
た
人
智
を
超
え
た
大
き
な
存
在
の
み
な
ら
ず
、
人
間
と
い
う
小

さ
な
存
在
の
奥
底
に
は
た
ら
く
運
命
・
歴
史
を
動
か
す
ほ
ど
の
無
限
の
可
能
性
を
持
つ
力
で
も

あ
る
と
考
え
て
い
た
。
河
井
の
花
手
の
作
品
に
現
れ
る
宗
教
性
は
、「
拈
華
微
笑
」
と
い
う
具

体
的
な
宗
教
的
要
素
を
用
い
な
が
ら
も
、
そ
の
意
味
内
容
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
い
る
と
い
う

よ
り
は
、
そ
う
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る
こ
と
で
目
に
は
見
え
な
い
「
大
イ
ナ
ル
力
」
を
表

現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

第
二
節

河
井

次
郎
の
「
丸
」

花
手
の
モ
チ
ー
フ
と
同
様
に
、
河
井
の
「
手
」
作
品
に
多
く
見
ら
れ
る
の
が
玉
手
の
作
品
で

河
井

次
郎
の
「
手
」

七



あ
る
。
一
覧
表
（
一
五
頁
）
に
示
し
た
作
品
で
は
特
に
彫
像
作
品
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
河
井
の

丸
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
、
手
と
同
様
に
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
独
特
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

河
井
が
丸
を
好
ん
で
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
代
表
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
庭
の
丸
石
が

挙
げ
ら
れ
る
31
。
現
在
の
河
井

次
郎
記
念
館
は
元
々
河
井
の
自
邸
で
あ
る
が
、
こ
の
家
が
建

て
ら
れ
た
際
、
故
郷
の
島
根
県
安
来
の
親
友
・
太
田
直
行
が
新
築
祝
い
と
し
て
河
井
に
石
灯
籠

を
贈
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
河
井
は
「
灯
籠
で
は
な
く
丸
い
石
が
欲
し
い
」
と
言
い
、

実
際
に
太
田
か
ら
は
丸
い
石
が
贈
ら
れ
た
。
河
井
は
そ
の
石
を
た
い
そ
う
気
に
入
り
、
愛
で
た

と
い
う
。
太
田
宛
の
書
簡
に
は
「
丸
石
毎
日
大
元
氣
、
益
々
丸
イ
」「
丸
石
日
々
新
、
日
々
喜
、

日
々
謝
」「
雪
ノ
日
ノ
丸
石
美
シ
美
シ
」
と
何
度
も
感
謝
の
言
葉
が
綴
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

河
井
は
中
庭
で
丸
石
を
転
が
し
、
自
分
の
気
に
入
っ
た
位
置
に
な
る
ま
で
試
行
錯
誤
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
記
念
館
の
階
段
に
は
手
す
り
の
代
わ
り
に
木
製
の
球
体
が
数
珠
の

よ
う
に
連
な
っ
て
い
る
縄
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
り
、
手
の
彫
像
の
手
首
の
部
分
は
全
て
丸

み
を
帯
び
た
球
体
状
に
な
っ
て
い
た
り
と
、
河
井
に
と
っ
て
丸
は
非
常
に
好
ま
し
い
造
形
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

玉
手
の
作
品
に
も
い
く
つ
か
の
様
式
が
あ
る
。
ま
ず
《
鉄
薬
筒
描
玉
手
文
鉢
》（
作
品
No.１５
）

の
よ
う
に
小
さ
な
玉
を
摘
ん
で
い
る
も
の
。
主
に
陶
器
文
様
と
し
て
用
い
ら
れ
、
花
手
に
も
共

通
し
て
見
ら
れ
る
意
匠
で
あ
っ
た
。
次
に
《
木
彫
像
》（
作
品
No.３３
）
の
よ
う
に
、
広
げ
た
掌
の

上
に
玉
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
木
彫
は
両
手
を
本
の
よ
う
に
広
げ
た
状
態

で
掌
に
は
玉
が
置
か
れ
た
も
の
で
、
木
彫
の
裏
面
で
あ
る
手
の
甲
に
は
に
こ
や
か
で
頬
の
ふ
っ

く
ら
と
し
た
顔
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
《
木
彫
像
》（
作
品
No.３７
）
の
よ
う
に
、
球
が
複
数

個
組
み
合
わ
さ
れ
た
物
体
が
掌
に
乗
っ
て
い
る
作
品
も
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
多
様
な
玉
手
の
作
品
の
中
で
最
も
印
象
的
な
の
が
、
指
の
先
に
玉
が
つ
い
て
い

る
作
品
で
あ
る
。《
手
（
灰
釉
陶
彫
）》（
作
品
No.４８
）
の
よ
う
に
、
天
を
指
差
し
て
い
る
人
差
し

指
の
先
端
に
丸
い
玉
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
玉
は
作
品
に
よ
っ
て
大
き
さ
が
微
妙
に
異
な
り
、

河
井
が
制
作
の
段
階
で
気
に
入
っ
た
バ
ラ
ン
ス
に
な
る
ま
で
細
か
く
調
整
し
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。
例
え
ば
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
に
制
作
し
た
《
三
色
打
薬
陶
彫
》（
作
品

No.４４
）
は
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
制
作
の
《「
手
」
連
作

木
彫
像
》（
作
品
No.２１
）
を
元

に
し
た
作
品
で
あ
る
。
両
者
の
玉
と
手
の
バ
ラ
ン
ス
を
比
較
す
る
と
、
木
彫
像
の
玉
の
方
が

一
、
二
回
り
大
き
い
（
図
８
、
９
）。

手
に
玉
を
つ
け
た
こ
と
に
関
し
て
は
河
井
の
言
及
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
手
が
面
白
く
な
り
、
上
に
丸
の
つ
い
た
の
を
始
め
た
。（
中
略
）
指
の
先
に
丸

を
つ
け
た
の
も
別
に
意
味
は
な
い
ん
だ
が
、
作
っ
て
み
て
か
ら
自
分
で
考
え
た
ね
。
こ
れ

は
油
断
で
き
ん
ぞ
、
油
断
す
る
と
手
の
上
の
玉
が
落
ち
る
し
、
こ
れ
は
結
局
自
分
の
阿
弥

陀
如
来
だ
な
と
思
っ
た
な
。
阿
弥
陀
さ
ん
は
わ
れ
わ
れ
が
寝
て
い
る
時
も
、
寝
て
な
い
時

も
油
断
な
く
見
つ
め
て
い
て
く
れ
る
ん
だ
か
ら
、
手
の
上
の
玉
も
油
断
で
き
な
い
ぞ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
な
。
そ
れ
が
自
分
に
対
す
る
答
だ
。32

指
の
先
端
に
玉
を
つ
け
た
こ
と
に
関
し
て
、
こ
れ
と
い
っ
て
深
い
意
味
は
な
い
と
発
言
し
て

い
る
も
の
の
、
こ
こ
で
も
ま
た
阿
弥
陀
如
来
と
い
っ
た
宗
教
的
な
要
素
が
現
れ
る
。
こ
れ
は
前

述
の
河
井
独
自
の
宗
教
的
情
緒
に
基
づ
く
作
品
解
釈
で
あ
ろ
う
。
神
仏
が
常
に
我
々
を
見
守
っ

て
く
れ
て
い
る
中
で
、
常
に
よ
り
良
い
作
品
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
河
井
の
作
品
に
対
す
る
真

摯
な
姿
勢
が
窺
え
る
。

一
般
的
に
丸
と
い
え
ば
、
古
来
よ
り
「
宇
宙
」「
永
遠
」「
調
和
」「
完
全
」
な
ど
の
象
徴
と

し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ル
ル
カ
ー
は
円
と
い
う
存
在

に
つ
い
て
「
そ
れ
自
体
で
完
結
し
す
べ
て
の
方
向
に
丸
み
を
も
つ
円
は
、
神
話
や
儀
式
や
迷
信

や
造
形
美
術
や
文
学
に
お
い
て
現
れ
る
時
、
空
間
と
時
間
を
清
め
、
し
か
る
後
に
己
れ
を
神
聖

化
し
完
全
化
し
再
び
神
の
永
遠
の
円
に
帰
還
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
憧
憬
の
可
視
的
な
表
現
と

な
る
。」33
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
修
行
の
道

具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
絵
画
で
あ
る
曼
荼
羅
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
円
い
」
を
語
源
と
し
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て
い
る
。
ま
た
、
エ
ジ
プ
ト
で
永
遠
を
意
味
す
る
象
形
文
字
は
紐
の
両
端
を
結
び
合
わ
せ
て
円

に
し
た
よ
う
な
造
形
で
あ
る
。
あ
る
い
は
丸
を
「
回
転
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
作
陶
に
用
い
る

轆
轤
は
一
定
の
回
転
運
動
で
無
限
に
円
を
描
い
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
河
井
に
と

っ
て
丸
は
、
日
頃
か
ら
目
に
す
る
非
常
に
馴
染
み
深
い
存
在
だ
っ
た
と
い
え
る
。

河
井
は
全
て
の
形
は
肉
体
の
延
長
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
と
り
わ
け
丸
を
形
の
発
祥
、
人
体

の
器
官
で
例
え
る
な
ら
「
心
臓
の
鼓
動
や
血
行
」
と
評
し
て
い
る
34
。
河
井
の
作
品
の
中
で
も

最
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
作
品
の
一
つ
が
《
鉄
釉
球
体
》
で
あ
る
。
素
地
の
板
の
上
に
鉄
釉
が
か

け
ら
れ
た
十
セ
ン
チ
程
度
の
丸
い
玉
が
乗
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
と
い
う
非
常
に
簡
素
な
作
品
で

あ
る
。
わ
ず
か
十
セ
ン
チ
程
度
の
小
さ
な
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
何
ら
か
の
吸
引
力
を
感
じ
さ

せ
る
存
在
感
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
シ
ン
プ
ル
な
造
形
の
中
に
無
限
の
可
能
性
が
凝
縮
さ
れ

た
全
て
の
根
源
で
あ
る
丸
は
、
ま
さ
に
河
井
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
大
イ
ナ
ル
力
」
を
持
っ
た
モ

チ
ー
フ
で
あ
り
、
河
井
が
丸
に
象
徴
的
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
手
の
上
に
付
け
ら
れ
た
玉
や
上
記
の
《
鉄
釉
球
体
》
な
ど
河
井
の
作
る
多
く
の
球
体

は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
。
手
の
ひ
ら
に
す
っ
ぽ
り
と
収
ま
る

こ
の
大
き
さ
は
、
前
述
の
数
珠
型
の
手
す
り
の
玉
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
サ
イ
ズ
感
で
あ
る
。
そ
の

手
の
収
ま
り
の
良
さ
に
つ
い
て
、
河
井
に
と
っ
て
丸
が
好
ま
し
い
意
匠
で
あ
っ
た
こ
と
や
彫
像

が
そ
の
後
彫
面
と
い
う
戯
具
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
必
ず
し
も
晩
年
の
作

品
が
日
用
に
即
し
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
と
推
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
玉
の
つ
い
た
手
の
彫

像
は
飾
っ
て
置
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
で
は
な
く
、
触
る
こ
と
を
楽
し
む
た
め
の
道

具
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
今
思
う
と
河
井
は
河
井
の
巣
か
ら
飛
ん
で
来
て
、
何
年
か
民
藝

の
沼
辺
で
他
の
仲
間
と
餌
を
拾
っ
た
あ
と
、
民
藝
へ
の
根
は
一
層
深
く
固
め
な
が
ら
、
最
後
に

再
び
自
分
の
空
へ
高
く
飛
び
去
っ
た
一
羽
の
鶴
と
で
も
思
い
度
い
気
が
し
ま
す
」35
と
い
う
濱

田
の
言
葉
の
よ
う
に
、
河
井
の
玉
に
は
不
定
形
の
時
代
と
な
っ
て
も
、
民
藝
の
頃
か
ら
地
続
き

で
醸
成
さ
れ
た
用
の
美
の
思
想
を
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
道
具
と
し
て
の
彫
像
」
と

い
う
仮
説
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

第
三
節
「
詩
句
」
と
手

陶
板
は
河
井
が
最
晩
年
に
取
り
組
ん
だ
作
品
様
式
の
一
つ
で
あ
る
。
ス
ポ
イ
ト
に
入
れ
た
泥

漿
を
絞
り
出
し
、
線
を
高
く
盛
り
上
げ
て
様
々
な
装
飾
を
施
す
、
い
わ
ゆ
る
イ
ッ
チ
ン
描
き

（
筒
描
き
）
と
呼
ば
れ
る
技
法
を
用
い
て
陶
板
に
自
身
の
生
み
出
し
た
言
葉
を
書
き
綴
っ
た
。

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
制
作
の
《
陶
板
「
花
を
見
て
ゐ
る

花
も
見
て
ゐ
る
」》
は
河

井
が
亡
く
な
る
年
の
最
後
の
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
36
。

河
井
の
詩
句
が
書
か
れ
た
陶
板
の
多
く
に
手
の
モ
チ
ー
フ
が
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
収
集
し

た
「
手
」
作
品
で
は
《
陶
板
「
眼
聴
耳
視
」》（
作
品
No.３５
）、《
黒
釉
筒
描
双
手
陶
板
》（
作
品

No.３６
）
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
陶
板
の
中
心
に
手
が
描
か
れ
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
文
字
が
配

さ
れ
て
い
る
。

「
眼
聴
耳
視
」
お
よ
び
「
手
讀
足
解
」
は
河
井
が
独
自
に
生
み
出
し
た
四
字
熟
語
で
あ
る
。

河
井
は
自
身
の
言
葉
に
お
け
る
漢
字
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
限
定
し
て
お
ら
ず
読
み
手
の
自
由

に
任
せ
て
い
た
37
。
ま
た
、
河
井
が
生
み
出
し
た
言
葉
の
中
に
は
上
記
の
よ
う
な
対
立
概
念
を

並
列
し
た
も
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
河
井
が
書
き
綴
っ
た
詩
句
は
陶
板
の
み
な

ら
ず
拓
本
と
し
て
数
点
残
さ
れ
て
い
る
。
序
章
で
も
取
り
上
げ
た
《
木
彫
拓
本
》（
作
品
No.６
）

は
、
毛
筆
で
「
此
世
こ
の
ま
ゝ
大
調
和
」
と
い
う
詩
句
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
中
心
に
は
両
手

を
碗
の
よ
う
に
広
げ
た
手
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
手
は
陰
陽
の
丸
を
受
け
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
河
井
は
自
ら
の
言
葉
と
手
を
組
み
合
わ
せ
た
作
品
を
多
く
制
作
し
た
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
。
こ
の
節
で
は
河
井
の
言
葉
に
着
目
し
た
上
で
、
共
に
描
か
れ
た
手
の
モ
チ
ー
フ
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

第
一
章
第
二
節
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
河
井
は
第
二
次
世
界
大
戦
下
で
作
品
制
作
の
中
断

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
。
国
策
に
よ
る
資
源
節
約
と
生
産
統
制
が
行
わ
れ
、
昭
和
十

九
年
（
一
九
四
四
）
十
一
月
以
降
は
窯
に
火
を
焚
べ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
っ
た
。
作
品
を

山
科
の
一
燈
園
に
疎
開
さ
せ
た
後
、
五
条
坂
に
留
ま
っ
て
町
内
会
長
を
担
い
、
人
々
へ
の
食
糧

の
配
給
等
の
職
務
に
追
わ
れ
て
い
た
河
井
で
あ
っ
た
が
38
、
作
陶
が
で
き
な
い
期
間
も
創
作
を
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止
め
る
こ
と
は
な
い
。
作
陶
か
ら
文
筆
に
表
現
の
場
を
移
し
、
引
き
続
き
創
作
活
動
に
勤
し
ん

だ
。
河
井
の
文
筆
活
動
は
前
述
の
『
毛
筆
日
記
』
と
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
末
よ
り
、

故
郷
・
島
根
の
記
憶
を
綴
っ
た
「
思
い
出
す
こ
と
」
の
二
つ
が
代
表
的
で
あ
る
。

「
思
い
出
す
こ
と
」
に
つ
い
て
は
宮
川
智
美
氏
の
『
河
井

次
郎
に
お
け
る
戦
時
下
の
「
思

想
上
の
転
機
」
│
そ
の
背
景
と
展
開
│
』
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
が
、
こ
の
「
思
い
出
す
こ

と
」
を
下
地
に
し
た
文
章
が
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
か
ら
河
井
が
亡
く
な
る
昭
和
四
十

一
年
（
一
九
六
六
）
ま
で
の
約
二
十
年
の
間
、
断
続
的
に
執
筆
さ
れ
て
い
た
39
。
し
た
が
っ

て
、
河
井
の
晩
年
の
思
想
は
戦
時
中
の
文
筆
が
表
現
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
時
期
に
醸
成
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
河
井
の
晩
年
の
思
想
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
、「
此
世
こ
の

ま
ゝ
大
調
和
」
と
「
機
械
と
手
と
が
一
つ
」
の
主
に
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
此
世
こ
の
ま
ゝ
大
調
和
」
は
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
発
表
さ
れ
た
言
葉
で
、
散

歩
中
に
葉
を
食
べ
る
虫
を
見
た
際
の
記
述
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
若
い
頃
、
こ
の
世
に

は
美
を
追
う
世
界
と
美
が
追
い
か
け
る
世
界
の
二
つ
が
あ
る
と
し
た
河
井
で
あ
っ
た
が
40
、
終

戦
間
際
に
世
界
は
た
っ
た
一
つ
で
あ
る
と
思
い
至
る
。「
葉
っ
ぱ
が
虫
に
喰
わ
れ
、
虫
が
葉
っ

ぱ
を
喰
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虫
は
葉
っ
ぱ
に
養
わ
れ
、
葉
っ
ぱ
は
虫
を
養
っ
て
い

る
」41
か
ら
は
食
物
連
鎖
を
連
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
も
終
盤
に
近
づ
い

て
き
た
当
時
、
葉
っ
ぱ
を
日
本
に
、
虫
を
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
さ

れ
42
、
世
界
情
勢
を
食
物
連
鎖
に
見
立
て
て
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
私
は
不
安
の
ま

ま
で
次
第
に
愉
し
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
」43
と
い
う
記
述
か
ら
は
当
時
の
情
勢

を
た
だ
受
け
入
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
河
井
の
心
情
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
葉
っ
ぱ

と
虫
の
関
係
を
「
大
調
和
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
欧
米
列
強
と
の
戦
争
を
肯
定
し
て

い
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
受
け
取
ら
れ
る
河
井
の
こ
の
諦
念
は
そ
の

よ
う
な
一
面
的
な
も
の
で
は
な
い
。「
戦
争
」
と
「
平
和
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
方
ず
つ
し
か
成
立

で
き
な
い
対
立
概
念
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
「
大
調
和
」
の
も
と
に
内
包
さ
れ
た
互

助
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
は
西
田
幾
多
郎
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」44
と
の
類
似
が
認
め

ら
れ
る
。

先
程
述
べ
た
通
り
、
河
井
の
遺
し
た
言
葉
に
は
「
手
考
足
思
」
や
「
東
向
西
進
」
な
ど
の
対

立
し
た
言
葉
を
並
べ
た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
も
河
井
の
表
現
す
る
「
大
調
和
」
の
中
に
包
括

さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
此
世
こ
の
ま
ゝ
大
調
和
」
の

拓
本
に
描
か
れ
た
手
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
概
念
（＝

陰
陽
の
丸
）
の
全
て
を
包
み
込
む
象
徴

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
推
察
す
る
。

機
械
は
物
だ
。
│
そ
う
思
っ
て
い
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
は
尋
ね
た
い
。
機
械
は

ひ
と
り
で
動
く
と
い
っ
た
な
ら
、
最
初
に
反
対
す
る
の
は
誰
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
機
械
は

物
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
一
番
始
め
に
反
対
す
る
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な

道
具
で
も
人
に
触
れ
ら
れ
な
い
で
は
道
具
に
な
ら
な
い
事
を
、
そ
の
人
は
知
っ
て
い
る
か

ら
だ
。45

『
機
械
は
新
し
い
肉
体
』
に
て
河
井
は
、「
機
械
と
手
と
が
一
つ
」
と
い
う
言
葉
で
機
械
そ
の

も
の
と
そ
れ
を
動
か
す
人
間
の
手
は
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
あ
ら
わ
し
た
。
河
井
は
こ

の
考
え
を
大
正
初
期
、
つ
ま
り
陶
器
の
制
作
を
本
格
的
に
始
め
た
頃
す
で
に
自
覚
し
て
い
た

が
、
終
戦
間
際
に
な
っ
て
は
っ
き
り
と
そ
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
46
。
第
一

章
で
も
取
り
上
げ
た
「
陶
技
始
末
」
で
の
「
片
手
は
皿
で
兩
手
を
合
わ
せ
る
と
碗
に
な
る
」、

「
碗
や
皿
は
五
體
か
ら
離
れ
た
手
」
と
い
う
表
現
も
こ
の
考
え
の
前
身
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

河
井
は
工
業
製
品
が
生
ま
れ
る
過
程
を
生
物
の
進
化
に
た
と
え
、
生
ま
れ
た
工
業
製
品
は
そ
れ

ぞ
れ
人
間
の
体
の
部
位
の
延
長
に
あ
る
も
の
、
人
間
の
身
体
機
能
を
拡
張
さ
せ
る
も
の
と
捉
え

て
い
た
。
具
体
的
に
は
起
重
機
や
圧
搾
機
は
手
、
汽
車
や
自
動
車
は
足
。
電
燈
は
「
暗
黒
を
認

め
な
い
眼
」、
ラ
ジ
オ
は
「
世
界
に
通
ず
る
声
│
吾
等
の
新
し
い
声
帯
」
で
あ
る
47
。
道
具
の

発
展
に
人
間
の
身
体
的
な
進
化
を
重
ね
て
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
河
井
の
生
物
学
的
な
関
心

が
あ
っ
た
と
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
48
。
河
井
が
所
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
ワ
ト
ソ
ン

河
井
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の
『
生
物
誌
』
に
も
「
人
間
は
動
物
の
體
に
具
備
し
て
ゐ
る
器
官
に
對
應
す
る
道
具
を
作
り
出

し
、
そ
れ
を
以
て
置
き
か
へ
て
來
た
」、「
ひ
と
り
人
間
の
手
の
み
が
、
多
く
の
使
用
に
應
じ
得

る
性
能
を
留
保
し
て
い
る
」49
な
ど
河
井
の
発
言
と
一
致
す
る
部
分
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ

で
河
井
の
『
機
械
は
新
し
い
肉
体
』
に
お
い
て
は
、
人
間
の
身
体
が
未
熟
な
た
め
に
機
械
を
使

う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
機
械
は
人
間
の
身
体
の
延
長
に
あ
る
も
の
で
、
人
間

の
肉
体
が
持
つ
可
能
性
に
こ
そ
焦
点
が
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
50
。

加
え
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
河
井
に
と
っ
て
肉
体
の
延
長
と
な
る
工
業
製
品
と
い
う
の
は
、

自
動
車
や
飛
行
機
の
よ
う
な
複
雑
で
近
代
的
な
機
械
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
金
槌
や
轆
轤
、
ま
た
そ
れ
ら
で
作
ら
れ
た
陶
磁
器
も
河
井
の
い
う
と
こ
ろ
の
工

業
製
品
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
河
井
の
随
筆
『
民
族
造
形
の
祈
願
』
の
冒
頭
、「
普
通
、

わ
れ
わ
れ
が
民
芸
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
工
業
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
頃
は
、
機
械
的
な
も
の
が
今
日
ほ
ど
発
展
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
と
ご
と
く
手
作

業
で
あ
っ
た
時
代
で
、
工
業
と
民
芸
と
は
不
可
分
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。」51
と
述
べ
た
よ
う

に
、
河
井
の
中
で
は
民
藝
運
動
の
際
に
出
会
っ
た
民
具
も
、
社
会
の
近
代
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
複
雑
な
機
械
も
、
優
劣
は
な
く
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
人
間
の
身
体
と
不
可
分
な
存
在
で
あ
る

こ
と
に
矛
盾
は
な
い
の
で
あ
る
。
工
業
世
界
を
美
が
追
い
か
け
て
い
る
と
定
義
し
た
河
井
は

「
ま
ず
機
械
を
も
っ
と
わ
が
身
に
親
し
い
も
の
と
し
て
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
機
械
を
使

っ
て
す
る
労
働
の
過
程
全
体
を
、
自
分
の
心
に
描
き
、
美
し
い
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
よ
う
に

な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」52
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

河
井
の
「
機
械
と
手
と
が
一
つ
」
と
い
う
言
葉
は
、
機
械
工
業
が
盛
ん
な
近
代
以
降
だ
け
で

な
く
、
も
っ
と
広
い
範
囲
の
時
代
に
対
し
て
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
時
代
そ
の

時
代
の
工
業
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
時
代
を
超
え
て
変
わ
ら
な
い
も
の
が
道
具
を

取
り
扱
う
手
で
あ
る
と
言
え
る
。
生
涯
を
陶
工
と
し
て
生
き
、「
仕
事
は
祈
り
」53
と
考
え
て
い

た
河
井
に
と
っ
て
、
様
々
な
も
の
を
生
み
出
す
手
は
畏
敬
に
値
す
る
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
。

本
章
で
は
河
井

次
郎
が
手
の
モ
チ
ー
フ
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
た
「
花
」、「
丸
」、「
言
葉

（
詩
句
）」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
た
。
河
井
が
手
と
他
の
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と

に
つ
い
て
明
確
な
理
由
を
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
本
稿
で
は
作
品
と
遺
さ
れ
た
文
献
か

ら
以
下
の
よ
う
に
考
察
す
る
。

「
花
」
と
「
丸
」
の
モ
チ
ー
フ
で
は
宗
教
的
な
要
素
を
用
い
て
い
る
が
、
河
井
本
人
の
宗
教

観
念
を
鑑
み
れ
ば
、
具
体
的
な
宗
教
や
信
仰
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

う
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
か
ら
現
れ
る
独
自
の
宗
教
的
な
雰
囲
気
は
、
河
井
の
言
葉
で
あ
る
「
大
イ

ナ
ル
力
」
な
ど
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
目
に
は
見
え
な
い
可
能
性
や
力
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

河
井
は
手
の
モ
チ
ー
フ
と
自
身
の
言
葉
と
を
多
く
組
み
合
わ
せ
て
作
品
を
制
作
し
た
。
晩
年
の

河
井
の
思
想
を
表
す
「
此
世
こ
の
ま
ゝ
大
調
和
」、「
機
械
と
手
と
が
一
つ
」
と
い
う
言
葉
を
表

現
す
る
の
に
手
は
最
も
適
し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
世
の
中
の
様
々
な
も
の
を
生

み
出
し
て
き
た
手
は
、
河
井
に
と
っ
て
全
て
の
事
象
を
包
括
す
る
象
徴
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
河
井

次
郎
の
用
い
た
手
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
実
際
の
作
品
や
遺
さ
れ
た
文

章
に
つ
い
て
の
分
析
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
考
察
し
た
。
第
一
章
で
は

「
手
」
作
品
の
成
り
立
ち
と
発
展
の
過
程
を
確
認
し
、
第
二
章
で
は
具
体
的
な
モ
チ
ー
フ
を
取

り
上
げ
て
手
の
モ
チ
ー
フ
が
河
井
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
思
案
し
た
。

手
の
モ
チ
ー
フ
は
河
井
の
晩
年
の
思
想
で
あ
る
「
機
械
と
手
と
が
一
つ
」
な
ど
を
表
現
す
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
河
井
本
人
に
と
っ
て
も
好
ま
し
い
造
形
で
あ
っ
た
た
め

に
多
く
用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
宗
教
色
の
強
い
造
形
で
あ
る
も
の
の
、
本
人
の
発
言
や

「
宗
教
的
情
緒
」
と
い
う
独
自
の
宗
教
観
念
か
ら
、
特
定
の
宗
教
に
対
す
る
信
仰
を
表
し
た
も

の
で
は
な
い
。
終
生
陶
芸
家
と
し
て
生
き
た
河
井
に
と
っ
て
、
手
と
い
う
存
在
は
万
物
を
生
み

出
す
特
別
な
力
を
持
っ
た
も
の
で
、
自
ら
も
そ
の
手
で
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
だ
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か
ら
こ
そ
、
誰
よ
り
も
手
の
持
つ
無
限
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
手
こ
そ
が
河
井

の
い
う
「
大
イ
ナ
ル
力
」
を
持
っ
た
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
河
井

次
郎
の
手
の
作
品

は
、
仕
事
に
対
す
る
祈
り
や
手
へ
の
畏
敬
の
念
が
様
々
な
モ
チ
ー
フ
と
結
び
つ
い
て
独
特
な
宗

教
性
を
放
っ
て
い
る
。

今
回
は
河
井
本
人
の
作
品
と
彼
自
身
の
言
葉
を
関
連
づ
け
て
分
析
を
行
う
こ
と
に
重
点
を
置

い
た
。
そ
の
た
め
、
同
時
代
の
他
の
作
家
と
の
比
較
や
さ
ら
に
広
い
範
囲
で
の
河
井
の
手
の
作

品
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
不
十
分
か
つ
今
後
の
課
題
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前

後
の
時
代
の
作
家
と
河
井

次
郎
の
関
係
か
ら
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

註
⑴

河
井

次
郎
記
念
館
編
『
新
装
版

河
井

次
郎
の
宇
宙
』
講
談
社
、
二
〇
一
四

年
、
五
七
頁

⑵

同
右
、
九
〇
頁

⑶

河
井

次
郎
「
自
解
」、『
火
の
誓
い
』
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、
二
四
二
頁

⑷
『
没
後
５
０
年

河
井

次
郎

│
過
去
が
咲
い
て
ゐ
る
今
、
未
来
の
蕾
で
一
杯
な

今
│

展
覧
会
図
録
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
六
年
、
二
六
一
頁

⑸

同
右
、
二
六
二
頁

⑹

鷺
珠
江
「
河
井

次
郎
の
小
間
絵
に
つ
い
て
」、『
民
藝
』
七
月
号
第
七
八
七
号
、
日

本
民
藝
協
会
、
二
〇
一
八
年
、
一
八
頁

⑺

河
井

次
郎
「
陶
技
始
末
（
三
）」、『
工
藝
』
第
五
号
、
聚
樂
社
、
一
九
三
一
年
、

三
四
頁

⑻
『
工
藝

第
二
号
』
聚
樂
社
、
一
九
三
一
年
、
五
七
頁

⑼

同
右

⑽

河
井

次
郎
、
式
場
隆
三
郎
「
対
談

河
井

次
郎
の
木
彫
」、『
民
藝
』
二
月
号

第
五
〇
号
、
日
本
民
藝
協
会
、
一
九
五
七
年
、
二
六
頁

⑾

前
掲
註
⑴
、
七
〇
頁

⑿

諸
山
正
則
「
木
彫
と
陶
の
世
界
」、『
生
命
の
歓
喜

生
誕
一
二
〇
年

河
井

次
郎

展
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
七
頁

⒀

河
井
は
大
正
十
四
年
七
月
の
京
都
府
・
船
井
龍
泉
寺
、
大
正
十
四
年
九
月
の
滋
賀
県

蒲
生
郡
朝
日
村
・
竹
田
神
社
、
大
正
十
五
年
二
月
・
京
都
府
船
井
郡
八
木
町
・
清
源
寺

の
三
度
に
渡
っ
て
柳
の
探
索
調
査
に
同
行
し
て
い
る
。
そ
の
道
中
で
親
交
を
深
め
、
の

ち
の
民
藝
運
動
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。（
森
谷
美
保
「
柳
宗
悦
の
木
喰
研
究

│
大
正

末
期
に
起
こ
っ
た
木
喰
仏
発
見
の
騒
動
に
つ
い
て
」、『
生
誕
二
九
〇
年

木
喰
仏

庶

民
の
信
仰
│

微
笑
仏

図
録
』
神
戸
新
聞
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
六
〜
一
九
七

頁
）

⒁

河
井

次
郎
「
火
は
心
の
炎
」、『
蝶
が
飛
ぶ

葉
っ
ぱ
が
飛
ぶ
』
講
談
社
、
二
〇
〇

六
年
、
三
五
頁

⒂

前
掲
註
⑽
、
二
六
頁

⒃

河
井
博
次
「
父
の
彫
像
に
つ
い
て
」、『
民
藝
』
第
一
二
〇
号
、
日
本
民
藝
協
会
、
一

九
五
一
年
、
四
九
頁

⒄

水
簸
（
す
い
ひ
）
と
は
粒
子
が
水
中
を
沈
殿
す
る
際
の
粒
径
や
比
重
に
よ
る
沈
澱
速

度
の
差
を
利
用
し
て
、
鉱
物
の
分
離
精
製
や
粒
度
分
け
を
行
う
こ
と
。
土
濾
し
と
も
い

う
。（
矢
部
良
明
編
『
角
川
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
七
二
四

頁
、
項
目
「
水
簸
」）

⒅

河
井

次
郎
「
炉
辺
歓
語

土
・
形
」（
対
談

一
九
六
四
年
一
月
十
六
日
）、『
炉

辺
歓
語
』
東
峰
書
房
、
一
九
七
八
年
、
八
四
頁

⒆

前
掲
註
⑽
、
二
七
頁

⒇

前
掲
註
⑿
、
一
八
頁

21

前
掲
註
⒁
、
三
九
頁

22

三
つ
の
点
を
逆
三
角
で
結
ば
れ
る
よ
う
に
配
置
す
る
と
、
人
は
無
為
意
識
に
図
形
全

体
の
配
置
を
ま
る
で
人
の
顔
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

河
井

次
郎
の
「
手
」

一
二
一
二



こ
れ
は
人
が
顔
を
認
識
す
る
際
に
、
顔
に
含
ま
れ
て
い
る
特
徴
を
細
か
く
認
識
す
る
の

で
は
な
く
、
全
体
を
捉
え
て
顔
を
認
識
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
性
質
に
よ
っ

て
起
こ
る
錯
覚
認
識
の
こ
と
を
シ
ミ
ュ
ラ
ク
ラ
現
象
と
呼
ぶ
。（
久
枝
嵩
、
中
村
嘉
志

「
人
の
顔
認
識
能
力
に
基
づ
い
た
幾
何
模
様
か
ら
の
顔
画
像
検
出
手
法
の
提
案
」、『
国

士
舘
大
学
理
工
学
部
紀
要
』
第
十
号
、
二
〇
一
七
年
、
三
頁
）

23

何
燕
生
「
禅
思
想
の
も
う
一
つ
の
流
れ

│
道
元
に
お
け
る
「
拈
華
微
笑
」
の
理
解

を
め
ぐ
っ
て
│
」、『
論
集
』
三
十
四
巻
、
印
度
学
宗
教
学
会
、
二
〇
〇
七
年
、
四
六
頁

24

河
井

次
郎
「
機
械
は
新
し
い
肉
体
」、『
蝶
が
飛
ぶ

葉
っ
ぱ
が
飛
ぶ
』
講
談
社
、

二
〇
〇
六
年
、
一
六
頁

25

前
掲
註
24
、
二
一
頁

26

同
右

27

同
右

28

前
掲
註
⑽
、
一
九
五
七
年
、
二
七
頁

29

同
右

30

河
井

次
郎
『
毛
筆
日
記
』
一
九
四
四
年
二
月
四
日
（
上
記
の
資
料
は
未
公
開
の
た

め
、
波
浪
利
奈
「
河
井

次
郎
の
制
作
と
思
索
」
聖
心
女
子
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二

〇
一
八
年
、
五
四
頁
か
ら
引
用
し
た
。）

31

前
掲
註
⑷
、
二
七
一
頁

32

前
掲
註
⑽
、
二
七
頁

33

マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ル
ル
カ
ー
、
竹
内
章
『
象
徴
と
し
て
の
円

人
類
の
思
想
・
宗

教
・
芸
術
に
お
け
る
表
現
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
、
一
五
二
頁

34

前
掲
註
⒅
、
九
三
〜
九
六
頁

35

濱
田
庄
司
「
河
井
と
の
五
十
年
」、『
無
盡
藏
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
、
二
四

四
頁

36
『
生
命
の
歓
喜

生
誕
一
二
〇
年

河
井

次
郎
展
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
一
年
、

一
二
一
頁

37

前
掲
註
36
、
一
三
三
頁

38

木
立
雅
朗
「
河
井

次
郎
と
京
焼
の
生
産
シ
ス
テ
ム
│
登
り
窯
を
「
受
け
継
ぐ
」
意

味
」、『
近
代
京
都
の
美
術
工
芸
│
制
作
・
流
通
・
鑑
賞
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
九

年
、
九
五
頁

39

宮
川
智
美
「
河
井

次
郎
に
お
け
る
戦
時
下
の
「
思
想
上
の
転
機
」
│
そ
の
背
景
と

展
開
│
」、『
デ
ザ
イ
ン
理
論
』
第
六
十
六
号
、
二
〇
一
五
年
、
六
一
頁

40

河
井
は
大
正
初
期
に
こ
の
世
は
二
つ
の
世
界
が
あ
り
、
そ
れ
は
美
を
追
っ
か
け
る
世

界
（＝

美
術
の
世
界
）
と
美
が
追
い
か
け
る
世
界
（＝

工
業
の
世
界
）
の
二
つ
が
あ
る

と
い
う
自
覚
を
持
っ
た
。
こ
の
自
覚
は
無
名
陶
の
賞
賛
、
そ
し
て
後
の
民
藝
運
動
に
つ

な
が
る
。（
河
井

次
郎
「
機
械
は
新
し
い
肉
体
」、『
蝶
が
飛
ぶ

葉
っ
ぱ
が
飛
ぶ
』

講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
頁
）

41

河
井

次
郎
「
蝶
が
飛
ぶ

葉
っ
ぱ
が
飛
ぶ
」、『
蝶
が
飛
ぶ

葉
っ
ぱ
が
飛
ぶ
』
講

談
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
六
頁

42

河
井
須
也
子
『
不
忘
の
記：

父
、
河
井

次
郎
と
縁
の
人
々
』
青
幻
舎
、
二
〇
〇
九

年
、
二
一
頁

43

前
掲
註
41
、
六
五
頁

44

西
田
幾
多
郎
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」、
上
田
閑
照
編
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集

Ⅲ
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
七
頁

45

前
掲
註
⑶
、
二
四
一
頁

46

前
掲
註
24
、
二
〇
頁

47

前
掲
註
⑶
、
二
四
一
頁

48

前
掲
註
39
、
六
二
頁

49

ワ
ト
ス
ン
（
訳：

朝
山
新
一
）『
生
物
誌
』
創
元
社
、
一
九
四
〇
年
、
二
九
八
〜
二

九
九
頁

河
井

次
郎
の
「
手
」

一
三



50
『
生
物
誌
』
で
は
「
人
類
の
手
が
、
動
物
の
手
足
よ
り
未
発
達
で
あ
る
」（
二
九
九

頁
）
た
め
に
人
間
は
様
々
な
道
具
を
生
み
出
し
て
い
る
、
と
論
じ
て
い
る
た
め
。

51

河
井

次
郎
「
民
族
造
形
の
祈
願
」、『
蝶
が
飛
ぶ

葉
っ
ぱ
が
飛
ぶ
』
講
談
社
、
二

〇
〇
六
年
、
四
〇
頁

52

前
掲
註
24
、
三
〇
頁

53

河
井

次
郎
「
美
の
心

祈
ら
な
い
祈
り
」、『
炉
辺
歓
語
』
東
峰
書
房
、
一
九
七
八

年
、
一
八
四
頁

（
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
）

【
表
】
河
井
寛
次
郎
の
「
手
」
作
品
一
覧

凡
例

一
、
表
は
河
井

次
郎
が
制
作
し
た
「
手
」
の
作
品
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
作
品
が
制
作
さ

れ
た
年
代
順
に
並
べ
、
通
し
番
号
を
つ
け
た
。

一
、
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
書
籍
は
以
下
の
八
冊
で
あ
る
。

・『
民
藝

二
月
号

第
五
〇
号
』
聚
樂
社
、
一
九
五
七
年

・『
河
井

次
郎
の
仕
事
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
六
年

・『
生
誕
一
二
〇
年

河
井

次
郎
展
』
島
根
県
立
美
術
館
他
、
二
〇
一
〇
年

・『
生
命
の
歓
喜

生
誕
一
二
〇
年

河
井

次
郎
展
』
毎
日
新
聞
社
。
二
〇
一
〇
年

・『
新
装
版

河
井

次
郎
の
宇
宙
』
講
談
社
、
二
〇
一
四
年

・『
没
後
５
０
年

河
井

次
郎

│
過
去
が
咲
い
て
ゐ
る
今
、
未
来
の
蕾
で
一
杯
な
今
│

展
覧
会
図
録
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
六
年

・『
京
都
国
立
近
代
美
術
館
所
蔵
作
品
集

川
勝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

河
井

次
郎
』
光
村
推
古

書
院
、
二
〇
一
九
年

・『
特
別
展

陶
技
始
末
│
河
井

次
郎
の
陶
芸

展
覧
会
図
録
』
中
之
島
香
雪
美
術
館
、
二

〇
二
二
年

一
、
作
品
名
は
そ
れ
ぞ
れ
の
書
籍
の
表
記
に
準
拠
し
た
。
特
に
染
付
の
顔
料
で
あ
る
呉
須
の
表

記
が
「
呉
須
」、「
呉
洲
」
あ
る
い
は
「
呉
州
」
と
異
な
る
三
つ
の
表
記
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

掲
載
書
籍
の
表
示
に
準
拠
し
て
い
る
。

一
、
作
品
名
が
同
一
の
も
の
（《
木
彫
像
》
な
ど
）
は
備
考
に
作
品
の
特
徴
を
示
し
た
。
ま
た
、

《「
手
」
連
作
》
と
称
さ
れ
る
木
彫
作
品
五
点
は
便
宜
上
、
掲
載
順
に
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
通
し
番
号
を
つ

け
て
い
る
。

河
井

次
郎
の
「
手
」

一
四
一
四



【表】河井 次郎の「手」作品一覧
No. 作品名 収蔵先 制作年 形状 備考
1 小間絵集 河井 次郎記念館 昭和 4（1929）年 挿絵
2 流描き両手文鉢 京都国立近代美術館 昭和 6（1931）年 陶器文様
3 流し描双手大鉢 河井 次郎記念館 昭和 8（1933）年 陶器文様
4 象嵌双手文鉢 京都国立近代美術館 昭和 10（1935）年 陶器文様
5 鉄薬筒描双手文扁壺 京都国立近代美術館 昭和 10（1935）年 陶器文様

6 木彫拓本 京都国立近代美術館 昭和 20（1945）年 挿絵 詩句「此世このまゝ大調和」、「二つな
らべてそのうらにも月を見させる」

7 拓本「暮しが仕事 仕事が暮し」 河井 次郎記念館 昭和 22（1947）年 挿絵
8 「いのちの窓」より（詩句 14種・複製）河井 次郎記念館 昭和 23（1948）年 挿絵
9 花手紋蓋物 河井 次郎記念館 昭和 23（1948）年 陶器文様
10 黄釉筒描拈華文鉢 京都国立近代美術館 昭和 25（1950）年 陶器文様
11 「手」連作Ⅰ 河井 次郎記念館 昭和 25（1950）年 木彫
12 花手鉢 京都国立近代美術館 昭和 26（1951）年 陶器文様
13 鉄薬筒描花手文陶板 京都国立近代美術館 昭和 26（1951）年 陶器文様
14 白地花手文鉢 京都国立近代美術館 昭和 26（1951）年 陶器文様
15 鉄薬筒描玉手文鉢 京都国立近代美術館 昭和 26（1951）年 陶器文様
16 鉄薬花手文鉢 京都国立近代美術館 昭和 26（1951）年 陶器文様
17 呉洲筒描花手扁壺 大阪日本民芸館 昭和 26（1951）年 陶器文様
18 三彩花手文鉢 河井 次郎記念館 昭和 26（1951）年 陶器文様
19 「手」連作Ⅱ 河井 次郎記念館 昭和 26（1951）年 木彫 花を握り、天を指差している。
20 「手」連作Ⅲ 河井 次郎記念館 昭和 26（1951）年 木彫 左手を広げている。
21 「手」連作Ⅳ 河井 次郎記念館 昭和 26（1951）年 木彫 人差し指の先端に玉。
22 木彫・像 河井 次郎記念館 昭和 26（1951）年 木彫 人差し指の先端に童女。
23 手に玉角鉢 高島屋資料館 昭和 26（1951）年 陶器文様
24 白地魚手文大鉢 河井 次郎記念館 昭和 26（1951）年 陶器文様
25 黄釉筒描双手文陶板 京都国立近代美術館 昭和 27（1952）年 陶器文様
26 黄釉筒描双手文食籠 京都国立近代美術館 昭和 27（1952）年 陶器文様
27 黄釉双手文筥 京都国立近代美術館 昭和 27（1952）年 陶器文様
28 筒描花手文扁壺 河井 次郎記念館 昭和 27（1952）年 陶器文様
29 「手」連作Ⅴ 河井 次郎記念館 昭和 27（1952）年 木彫 指を差した掌に顔、甲に文様。
30 筒描文双手文字扁壺 河井 次郎記念館 昭和 28（1953）年 陶器文様
31 木彫像 河井 次郎記念館 昭和 28（1953）年頃 木彫 片手を開いた状態、掌に玉。
32 木彫像 河井 次郎記念館 昭和 29（1954）年頃 木彫 両手を合わせている。
33 木彫像 河井 次郎記念館 昭和 29（1954）年頃 木彫 両手を開いた状態。
34 木彫像 河井 次郎記念館 昭和 29（1954）年頃 木彫 両手を合わせている。
35 陶板「眼聴耳視」 個人蔵 昭和 30（1955）年 陶器文様
36 黒釉筒描双手陶板 河井 次郎記念館 昭和 30（1955）年 陶器文様

37 木彫像 河井 次郎記念館 昭和 30（1955）年 木彫 両手を合わせた状態で、丸い瓶のよう
なものを持っている。

38 呉須筒描陶板「手考足思」 京都国立近代美術館 昭和 32（1957）年 陶器文様
39 呉洲筒描双手文扁壺「不打必中」 個人蔵 昭和 34（1959）年 陶器文様
40 呉洲双手陶面 島根県立美術館 昭和 35（1960）年 陶彫
41 呉州陶板「紙郷有人」 安部栄四郎記念館 昭和 35（1960）年 陶器文様
42 木彫面 河井 次郎記念館 昭和 36（1961）年 木彫面 狐手で玉を持っている。顔が二つ。

43 木彫・面 河井 次郎記念館 昭和 36（1961）年 木彫面 表面は顔、裏面は両手で玉を受けてい
る。

44 三色打薬陶彫 京都国立近代美術館 昭和 37（1962）年 陶彫
45 呉須陶彫 京都国立近代美術館 昭和 37（1962）年 陶彫
46 呉洲陶彫像 河井 次郎記念館 昭和 37（1962）年 陶彫
47 灰釉陶彫像 河井 次郎記念館 昭和 37（1962）年 陶彫
48 手（灰釉陶彫） 河井 次郎記念館 昭和 37（1962）年 陶彫
49 陶彫像 河井 次郎記念館 昭和 37（1962）年 陶彫 両手を開いた状態、打薬三彩。
50 陶板「すべてのものは自分の表現」 河井 次郎記念館 昭和 38（1963）年 陶器文様

河
井

次
郎
の
「
手
」

一
五



図
版
出
典

図
１

河
井

次
郎
《
木
彫
拓
本
》
一
九
四
五
年
、
46.5
×
44.0
㎝
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
蔵

写
真
提
供

京
都
国
立
近
代
美
術
館

図
２

作
者
不
明
《
小
繪
馬
「
双
手
の
手
」》

図
版
引
用
『
工
藝
』
第
二
号
、
聚
樂
社
、
一
九
三
一
年

図
３

河
井

次
郎
《
木
彫
像
》
一
九
五
四
年
、
67.0
×
31.5
×
２6.0
㎝
、
河
井

次
郎
記
念
館
蔵

図
版
引
用
『
没
後
５
０
年

河
井

次
郎

│
過
去
が
咲
い
て
ゐ
る
今
、
未
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図 2 作者不明《小繪馬「双手の手」》 図 1 河井 次郎《木彫拓本》
1945年、46.5×44.0cm
京都国立近代美術館蔵

図 5 河井 次郎
《「手」連作 木彫像》
1951年、高さ 76cm
河井 次郎記念館蔵

図 4 河井 次郎《呉洲陶彫像》
1962年
54.8×20.0×16.4cm
河井 次郎記念館蔵

図 3 河井 次郎《木彫像》
1954年、67.0×31.5×26.0cm
河井 次郎記念館蔵
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図 7 土田麦僊《蓮華（下図）》（部分）
1930年、紙本墨画淡彩、126.8×145.0cm
愛知県美術館蔵

図 6 東東洋《蓮池図》（部分）
江戸時代後期、絹本着色、141.1×62.2cm
一幅、東北歴史博物館蔵

図 9 河井 次郎
《「手」連作 木彫像》
1951年、高さ 96cm

図 8 河井 次郎《三色打薬陶彫》1962年
20.0×15.0×46.5cm、京都国立近代美術館蔵
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