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ボ

ー

ル
H
ル

イ

・
ク

シ

ュ
ー
と

ジ

ャ
ポ

ニ
ス

ム

の
価

値

文
学
と
美
術

の
伝
播

宗

像

衣

子

は

じ

め

に

文
学
と
芸
術
の
あ
り
方
の
多
様
性
や
関
係
に
つ
い
て
の
探
究
の

一
環
と
し
て
本
稿
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
日
本

の
文
芸
の
外
国

へ
の
伝
播

の

一
端
を
、
美
術
の
理
解
と
伝
播
と

の
関
連
を
視
野
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
両
者
が
ど
の
よ
う
に
日
本
文
化
に
お
い
て
繋

が
る
か
に
つ
い
て
思
索
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
文
芸

・
芸
術
が
、
日
本
文
化
に
お

い
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
も

っ

て
い
る
か
、
さ
ら
に
西
欧
の
文
化
と
文
芸

・
芸
術
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
価
値
を
担

い
う
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ポ

ー
ル
・
ル
イ

・
ク
シ
ュ
ー
は
、
チ

ェ
ン
バ
レ
ン
に
続

い
て
、
日
本
の
短
詩
型
詩
歌
、
俳
句
に
関
心
を
抱
き
、
フ
ラ
ン
ス
に
、
結
果
的
に

は
西
欧

世
界
に
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
と

い
う
大
き
な
功
績
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
イ
ス
も
同
様
で
あ
り
、
三
人
は
す
べ
て
、
日

本
の
文
芸
文
化
に
関
わ
る
貴
重
な
研
究
を
残
し
た
。
彼
ら
の
関
心
は
、
世
界
に
類
を
見
な

い
俳
句

の
形
式
的
簡
略
さ
、
主
題

の
多
様
さ

・
日

常
性

、
暗
示
的
描
写
の
点
等

で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
日
本
文
化

の
本
質
的
性
質
に
結
び

つ
け
、
さ
ら
に
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
流
れ
の
な
か

で
俳
句

よ
り
も
早
く
西
欧
人
が
惹
か
れ
た
日
本
美
術
で
あ
る
、
浮
世
絵
の
性
質
と

の
関
連
に
も
言
及
し
た
。
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文
学
は
言
語
上
の
障
害
の
た
め
に
外
国
人

の
理
解
が
遅
れ
た
が
、
こ
こ
で
俳
句
理
解

の
側
か
ら
明
確
に
文
学
と
美
術

の
両
者
に
共
通
す
る

も

の
が
感
じ
取
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
日
本
文
化

の
独
自
の
本
質
に
か
か
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と

い
う
意
義
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

そ
の
こ
と
は
翻

っ
て
ま
た
美
術
と
文
学
、
各
々
の
さ
ら
な
る
理
解
を
導
く
も

の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
分
析
研
究
と

い
う
こ
と
で
な
け
れ

ば
両
者
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
ゴ
ン
ク
ー
ル
が
こ
う
し
た
こ
と
に
触
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
に
続
く
も
の
と
し
て
、
ク
シ
ュ
ー
た
ち
の
功
績

は
極
め
て
意
味
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ク

シ
ュ
ー
の
俳
句
の
探
究

の
な
か
で
、

フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
詩
人
た
ち
、
特
に
マ
ラ
ル
メ
の
名
が
重
要
な
意
味
を
付
与
さ
れ

て
登
場
し
、

俳
句

が
、
や
が
て
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち

の
み
な
ら
ず
、
欧
米
の
イ
マ
ジ
ス
ト
た
ち
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
詩
人
リ
ル
ケ
に
深
く
関
わ

っ

て
く
る
こ
と
も
極
め
て
興
味
深

い
。
そ
れ
は
日
本
の
文
芸
と
文
化
の
な
ん
ら
か
の
価
値
を
暗
示
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
芸
術
の
諸
ジ

ャ
ン
ル

㈲

に
お

い
て
、
国
境
を
越
え
て
響
き
合
う
精
神
た
ち
が
興
味
深

い
。

本
論

で
は
、
文
学
と
美
術
が
触
れ
合
う
場
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
西
欧
人
に
よ
る
俳
句

の
理
解
と
伝
播
、
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
代
表
す

る
浮
世
絵

へ
の
関
連
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
日
本
文
化

の
受
容
に
つ
い
て
瞥
見
し
た
い
。
ま
ず
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
概
観
を
提
示
し
、
そ
の
よ

う
な
文
化
的
背
景
の
も
と
で
俳
句
が
ど

の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
に
紹
介
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
ク
シ

ュ
ー
や
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
の
例
か
ら
、
ど
の

よ
う
な

理
解
に
よ
り
、
俳
句
が
日
本
芸
術
と
日
本
文
化
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
か
、
文
学

・
芸
術

・
文
化
の
理
解
に
お
け
る
共
通
性
と
差
異
は

ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
様
々
の
角
度
か
ら
、
具
体
的
に
彼
ら
紹
介
者
や
そ
の
研
究
に
つ
い
て
吟
味
し
、
さ
ら
に
こ
れ

に
関
連
し
た
文
芸
の
波
及
や
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た

い
。
最
後
に
こ
れ
に
関
す
る
マ
ラ
ル
メ
の
思
索
を
取
り
上
げ
、
上
記
の
問
題
を
よ
り
深

く
文
芸

の
問
題
と
し
て
確
認
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
文
芸
の
あ
り
方
の
本
質
の
ひ
と

つ
に
つ
い
て
考
察
で
き

れ
ば
と
思
う
。
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一

文
化
の
流
れ
の
中

で

ー

ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
と
俳
句
r
l

伽

一
八
六
二
年
、
ロ
ン
ド

ン
万
国
博
覧
会
に
際
し
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
命
に
よ

っ
て
、
ラ
ザ
ー
ド

・
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
は
、
日
本
の
美

術
、
工
芸
、
文
化
を
世
界

へ
紹
介
す
る
た
め
に
、
工
芸
品
を
収
集
し
会
場
に
展
示
し
た
。
当
時
鎖
国
中
で
あ

っ
た
日
本
は
世
界

へ
の
文
化
の

紹
介

に
対
し
て
積
極
的
で
は
な
く
、
幕
府
と
薩
摩
藩
に
よ

っ
て
正
式
に
万
博
に
参
加
し
た
の
は
、
そ
の
五
年
後

一
八
六
七
年
、
パ
リ
万
博
の

時
で
あ
る
。
や
が
て

一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博

で
は
、
ト

ロ
カ
デ
ロ
の
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
で
林
忠
正
の
力
に
よ

っ
て
、
古
美
術
展
が
企
画
さ
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
。

回

一
八
六
〇
年
代
か
ら
世
紀
末
に
か
け
て
、
パ
リ
は
、
日
本

の
美
術
工
芸
品
に
対
し
て
熱

い
関
心
を
も

っ
て
迎
え
た
。
そ
れ
は
単
な
る
異
国

趣
味

を
越
え
て
、
西
洋
美
術
に
お
け
る
歴
史
上

の
要
請
の
な
か
で
独
自
で
斬
新
な
造
形
的
色
彩
的
価
値
を
担
う
こ
と

に
な
る
。
ジ
ャ
ポ

ニ
ス

ム
と

呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
以
来
の
透
視
図
法
を
逸
脱
す
る
視
覚
の
大
胆
さ
、
陰
を
も
た
な
い
鮮
明
な
色
彩
の
平
面
的
配

置
に
加
え
、
自
然
、
動
植
物
に
対
す
る
、
西
洋
人
に
と

っ
て
は
特
異
な
取
り
扱

い
が
、
彼
ら
を
驚
嘆
さ
せ
る
。
唯

一
の
神
、
人
間
の
似
姿

で

あ
る
神
を
頂
点
に
置
き
、
以
下
人
間
か
ら
序
列
化
さ
れ
る
人
間
中
心
主
義
的
な
西
欧
文
化
に
あ

っ
て
、
自
然
は
配
下
に
置
く
べ
き
背
景
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
常
識
に
と

っ
て
、
自
然
や
動
植
物
と
人
間
が
、
季
節
の
移
ろ
い
の
な
か
で
融
合
し
て
い
る
様
は
、
目
を
見
張
る
も

の
で

あ

っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
自
然
主
義
は
、
西
欧
の
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も

の
で
る
。

自

然
と
万
人
、
自
然
と
万
象
と
共
に
あ
る
芸
術
の
在
り
方
は
、
同
時
に
、

一
般
市
民

・
庶
民
の
芸
術
、
日
常

・
生
活
の
芸
術
と

い
う
あ
り

方
を

彼
ら
に
思
わ
せ
る
。
そ
う
し
て
、
特
権
的
階
級
が
芸
術
家

で
あ
る
西
欧
と
違

っ
て
、
日
本
で
は
人
々
皆
が
芸
術
家
で
あ
る
、
と
驚
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。

ま

た
、
描
写
の
ひ
と

つ
ひ
と

つ
は
具
体
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
、
極
め
て
簡
潔
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
象
徴
性
を
も

っ
て
い

45



る
。

こ
の
象
徴
性
は
、
日
本
文
化
に
長
く
深
く
根
ざ
し
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
抽
象
性
と
し
て
痩
せ
細

っ
た
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
、
具

象
性
好
情
性
を
失
わ
な
い
曲豆
か
な
も

の
で
あ
り
、

い
わ
ば
具
象
と
抽
象

の
結
び

つ
き

の
宙
吊
り

の
な
か
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
、
自
然
や
動
植
物
と
の
結
び
つ
き
、
生
活

の
具
体
性
、
し
か
も
簡
潔
な
表
現
、
そ
し
て
独
自
の
象
徴
性

、
と
い
っ
た
も
の
は
、

す
ぐ

に
日
本
独
自

の
短
詩
型
詩
歌
、
俳
句
を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
美
術
の
み
な
ら
ず
、
言
語
と
も
結
び

つ
い
た
、
日
本
人
の
感
性
、

文
化

を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
ま
で
及
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

視

覚
芸
術
と
異
な
り
、
言
語
芸
術
の
理
解
は
、
言
語
的
障
害

の
た
め
に
、
極
め
て
困
難
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
誤

解
や
理
解
を
通
じ
て
、
外
国
の
文
化
と
重
な
り
、
ひ
と

つ
の
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
を
愛
し
洞
察
し
、
日
本
の
内
外
に

㎞

そ
の
理
解
を
広
め
た
何
人
か
の
外
国
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
そ
こ
に
は
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
言
語
芸
術
の
理
解
に

つ
い
て
辿
り
、
後
に
視
覚

芸
術
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

ニ

ポ

ー

ル

・
ル

イ

・
ク

シ

ュ

ー

(
一
八

七

九

[
明

治

=

一年

]

1

一
九

五

九

[
昭

和

三

四

年

]
)

ク

シ

ュ
ー

は

、

一
八
七

九
年

、

フ

ラ

ン

ス

の
ヴ

ィ

エ

ン

ヌ

に
生

ま

れ

、

ソ

ル
ボ

ン

ヌ
大

学

、

エ

コ
ー

ル

・
ノ

ル

マ

ル

・
シ

ュ

ペ
リ

ウ

ー

ル

で
哲

学

を

学

ぶ

。

ベ

ル

ク

ソ

ン
を

師

と

し

て

ス
ピ

ノ
ザ

を

学

ぶ

哲

学

の

徒

で
あ

っ
た

が

、

一
九

〇

二
年

、

ア

ル

ベ

ー

ル

・
カ

ー

ン
基

金

に
よ

る

世

界

周

遊

奨

学

金

を

受

け

、

九

月

フ

ラ

ン

ス
を

発

つ
。

一
九

〇
三

年

一
月

、

二

四
歳

で

、

日

露

戦

争

勃

発

の
前

夜

に

、

日

本

を

訪

れ

、

お

よ

そ

九

ヶ
月

滞

在

す

る

が

、

こ

れ

を

契

機

と

し

て

日

本

及
び

東

洋

の
文

芸

や

文

化

に
愛

情

を

も

ち

、

深

い
関

心

を

抱

く

こ

と

に

な

る
。

翌

年

帰

国

の
後

、

ソ
ル

ボ

ン

ヌ
大

学

で
精

神

医

学

を

学

び

始

め

る

。

一
九

〇

五
年

、

俳

譜

集

『水

の
流

れ

の
ま

ま

に
』

を

出

版

す

る

。

そ

の
後

、

ア

ナ

ト

ー

ル

.
フ
ラ

ン

ス

や
雑

誌

『
レ

・
レ

ッ
ト

ル
』

誌

を

主

宰

し

た

フ

ェ
ル
ナ

ン

・
グ

レ

ッ
ク
と

知

り

合

っ
た

こ
と

は

、

ク

シ

ュ
ー

の
文

一46一



学
的
営
為
に
と

っ
て
貴
重
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九

一
二
年
、
再
来
日
し
、
中
国
に
も
訪
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
ク
シ
ュ
ー
の
、
本
稿
に
関
連
し
対
象
と
す
る
業
績
は
、

一
九
〇
六
年
四
月
-

八
月
に

『
レ

・
レ
ッ
ト
ル
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た

論
文

「日
本
の
野
情
的

エ
ピ
グ
ラ
ム
」
、
そ
し
て
そ
れ
を
第
二
章

(第

=
早
は
同
誌

一
九
〇
七
年
九
月
号
に
掲
載
)
と
し

て
収
録
し
た

『
ア

ジ
ア
の
賢
人
と
詩
人
』
で
あ
る
。

悔

ま
ず
、
問
題
の
書
を
読
む
前

に
、
あ
ら
ま
し
俳
句
の
西
欧

へ
の
伝
播

に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た

い
。

一
八
九
九
年

(明
治
三
三
年
)
、
イ

ギ
リ
ス
人
W

.
G

.
ア
ス
ト
ン
に
よ
る

『
日
本
文
学
史
」
は
世
界
最
初
の
日
本
文
学

の
通
史

で
あ
り
、
そ
こ
に

一
七
世
紀

の
詩
と
し
て

「俳

譜
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
続

い
て

一
九
〇
六
年
、
東
京
帝
大
の
御
雇
い
学
者
、
ド
イ
ツ
人
の
カ
ー
ル

・
フ
ロ
ー
レ
ン

ツ
が

『日
本
文
学
史
』

を
出
版
、
そ
こ
に
は
蕪
村
の
句
の
翻
訳
が
見
ら
れ
る
。

一
九

一
〇
年
、
同
じ
く
東
京
帝
大

の
御
雇
い
学
者

フ
ラ
ン
ス
人

ミ
シ

ェ
ル

・
ル
ボ
ン

が

『日
本
文
学
選
集
』
を
出
版
す
る
。
蕪
村
の
翻
訳
実
例
も
増
え
て
い
る
。
こ
の
間
、
俳
譜
を
対
象
と
し
た
専
門
研
究
が
二
編
出
た
。
チ

ェ

ン
バ
レ

ン
の

「芭
蕉
と
日
本
の
詩
的

エ
ピ
グ
ラ
ム
」

(
一
九
〇
二
年
、
日
本

ア
ジ
ア
協
会

の
紀
要
論
文
)
、
そ
し
て
ク
シ

ュ
ー
の

「
レ

・
ハ
イ

カ
イ
ー
日
本
の
拝
情
的

エ
ピ
グ
ラ
ム
」

(
一
九
〇
六
年
、
『レ

・
レ
ッ
ト
ル
』
誌
五
月
か
ら
八
月

の
連
載
)
で
あ
る
。
前
者
は
西
欧

の
俳
譜
研

究
の
端
緒
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
俳
句
は
浮
世
絵
と
共
に
西
欧
に
知
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
チ

ェ
ン
バ

レ
ン
は
蕪
村

の
句
を

一
三
篇
翻
訳
紹
介
し
て
い
る
。
ク
シ

ュ
ー
は
、
チ

ェ
ン
バ
レ
ン
と
ジ
ャ
ポ

ニ
ザ
ン
、
ク
ロ
ー
ド
・
E

・
メ
ー
ト
ル
に
ょ
り
俳
句
を
知
り
、
紹

捌

介
論
文
を
残
し
た
の
だ
が
、
前
者
チ

ェ
ン
バ
レ
ン
の
論
文
と

の
決
定
的
違

い
は
、
蕪
村

の
重
視
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ク
シ
ュ
ー
は

一
四

九
篇
中

に
蕪
村
五
七
篇
を
挙
げ
、
前
者
は
二
〇
五
篇
中

=
二
篇
で
あ
る
。
日
露
戦
争
の
最
中
の

一
九
〇
四
年
に
日
本
に
住
み
、
そ
し
て
帰
国

後

の

一
九
〇
五
年
、
既
述
の
よ
う
に
自
ら
俳
譜
集

『水
の
流
れ
の
ま
ま
に
』
を
パ
リ
で
出
版
す
る
ほ
ど

の
俳
句

へ
の
熱
意
を
示
し
て
い
る
。

虚
子
が
欧
州
旅
行
中
に
、
老
年
の
ク
シ

ュ
ー
に
あ

っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
を
惹
か
れ
燈
。
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で
は
、
ク
シ

ュ
ー
が
前
期
論
文
を
収
録
し
て

一
九

一
⊥ハ年
に
出
版
し
た
、
注
目
す

べ
き
著
作

『
ア
ジ
ア
の
賢
人
と
詩
人
』
を
、
順
を
辿

っ

て
読
ん
で
ゆ
き
た
い
。

ク
シ

ュ
ー
の

『
ア
ジ
ア
の
賢
人
と
詩
人
』

(
一
九

一
六
)
に
は
、

一
九

二
一二
年
版
か
ら
、
著
者
と
長
く
親
密
な
交
友
関
係
に
あ

っ
た
ア
ナ

ト
ー
ル

・
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ア
ナ
ト
ー
ル

・
フ
ラ
ン
ス
は
、
こ
の
序
文
で
、
ク
シ

ュ
ー
は
、
日
本
が
ロ
シ
ア
の
征

服
者
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
脅
威
す

べ
き
存
在
に
変
貌
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
何
よ
り
美
に
対
す
る
繊
細
な
感
受
性
や
独
自
の
自
然

観

の
た
め
に
、
日
本
を
愛
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
同
じ
筆
で
絵
を
描
き
字
を
書
く
こ
と
、
万
人
が
芸
術

家
で
あ
る
こ
と
、
人

間
と
自

然
は
繋
が
り
、
人
々
は
宇
宙
の
生
命
や
動
植
物
と
共
に
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
に
ク
シ
ュ
ー
は
惹
か
れ
た
の
だ
と
言
う
。
そ
し

て
美
し
く
小
さ
な
詩
、
俳
句
に
つ
い
て
書

い
た

の
で
あ
る
、
と
ア
ナ
ト
ー
ル

・
フ
ラ
ン
ス
は
ク
シ
ュ
ー
を
紹
介
し
て

い
る
。

さ
て
、
本
書
の
序
章
に
お

い
て
、
ク
シ

ュ
ー
は
、
雄
弁
や
人
間
中
心
主
義

の
西
洋
文
化
を
指
摘
し
、
日
本
に
は
ギ
リ
シ
ャ
に
比
す
べ
き
文

化
、
対
照
的
な
が
ら
同
等
と

い
う
べ
き
文
化
が
あ
る
と
語
る
。
そ
し
て
極
め
て
日
本
的
な
形
式
の
も
の
と
し
て
俳
句
を

挙
げ
、
そ
れ
は
不
連

続
の
詩

の
モ
デ
ル
で
あ
る
と

い
う
。
マ
ラ
ル
メ
が
フ
ラ
ン
ス
拝
情
詩
の
雄
弁
を
告
発
し
た
こ
と
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
ホ
ー

マ
ー
の
逸
脱

か
ら
詩
が
道
を
誤

っ
た
、
そ
し
て
ホ
ー

マ
ー
以
前
に
あ

っ
た
の
は
オ
ル
フ
ィ
ス
ム
だ
と

い
う
、

マ
ラ
ル
メ
の
言
葉
を
引
き
、
そ
れ
に
対
し
て
、

日
本
の
和
歌
や
俳
句
は
オ
ル
フ
ィ
ス
ム
に
近

い
、
と
ク
シ
ュ
ー
は
言
う
。
そ
し
て
マ
ラ
ル
メ
の
詩

『
ほ
ろ
苦
き
無
為
に
倦
じ
て
…
…
』
の
詩

を
挙
げ
る
。
日
本

の
詩
に
は
説
明
的
な
も
の
が
な
い
こ
と
、
本
来
詩
と
は
拝
情
的
感
覚
を
源
泉
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
詩
人
の
才
能
は
こ
の

純
粋
な
感
覚
の
選
択
に
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
日
本
の
俳
句
は
そ
の
極
地
に
あ
り
、
詩
の
本
質
を
瞑
想
し
て
き
た
人
々
の
興
味
を
惹
く
の
だ

と
主
張
す
る
。

ハ
ー
ン
、
チ

ェ
ン
バ
レ
ン
、
岡
倉
覚
三
の
よ
う
な
人
物
が
現
わ
れ
た
日
本
は
、
ア
ジ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
等
に
交
差
す
る

点
に
あ

り
、
こ
こ
で
ア
ジ
ア
の
文
化
の
全
体
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
全
体
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。
京
都

の
丘
か
ら
は
、

ロ
ー
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マ
の
丘
か
ら
よ
り
も
、
世
界
の
す
べ
て
の
道
が
無
限
に
延
び
て
い
る
の
が
よ
く
見
え
、
そ
の
頂
上
か
ら
は
、
新
し
い
水
平
線
が
見
え
る
、
と

ク
シ
ュ
ー
は
い
う
。

次
に
、
ク
シ
ュ
ー
は

「第

一
章

日
本

の
情
趣
」

に
お

い
て
、
日
本

の
欧
州
列
強

へ
の
仲
間
入
り
に
関
し
て
誤
解
を
正
そ
う
と
す
る
。
日

本

の
西
欧
化
に
つ
い
て
、
日
本
は
西
欧
の
来
訪
以
前
に
す
で
に
文
明
化
し
て
い
た
こ
と
、
日
本
は
野
蛮
人
の
国
で
は
な
く
新
し
い
文
化
を
取

り
込
も
う
と
す
る
教
養
人
の
国
で
あ

っ
た
こ
と
、
イ
ン
ド
や
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
全
体
の
文
明
の
継
承
者
で
あ
り
、
地
中
海
文
明
に
対
し

つ
つ
、

働

世
界
の
も
う
半
分
の
文
明
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
特
色
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
の
だ
と
い
う
。

当
時
の
日
本
人
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
驚
く
べ
き
思
索
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
然

に
対
す
る
感
動
、
四
季

に
対
す
る
思
い
、
そ
れ
は
ル
ソ
ー
を
は
る
か
に
遡
る
、
古
く
か
ら
の
国
民
的
な
自
然
感

情
で
あ
り
、
そ
れ
を

日
本
の
文
芸
の
特
色
と
し
て
挙
げ
る
。
風
景
の
描
写
は
六
世
紀
頃
、
収
集
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
し
、

一
ニ
ー

一
五
世
紀

の
詩
の
簡
潔
さ
と
洗

練
さ
に
注
目
し
て
、
千
載
和
歌
集
、
新
古
今
和
歌
集
、
続
拾
遺
和
歌
集
、
続
後
拾
遺
和
歌
集
、
金
葉
和
歌
集
、
古
今
和

歌
集
、
そ
し
て
西
行
、

を
挙
げ

そ
こ
か
ら
和
歌
を
紹
介
し
て
い
る
。
文
明
人
と
は
、
自
然
を
服
従
さ
せ
る
学
者
、
技
師

に
だ
け
で
な
く
、
自
然
か
ら
美
を
感
じ
る
芸

術
家
に
も
、
ふ
さ
わ
し
い
名
で
あ
る
と

い
う
。
そ
し
て
芸
術
家
に
つ
い
て
語
る
。
西
洋
の
よ
う
に
芸
術
家
が
特
権
階
級
と

い
う
わ
け
で
は
な

く
、
日
本
で
は
同
じ
筆
で
絵
も
字
も
書
き
、
音
楽
は
自
由
な
発
想
に
よ

っ
て
奏
で
ら
れ
る
。
皆
、
そ
の
自
覚
は
な
い
が
、
詩
人

・
音
楽
家

・

画
家
で
あ
り
、
庶
民

.
国
民
全
体
、
そ
し
て
生
活
全
体
に
芸
術
が
ゆ
き
わ
た

っ
て
い
る
、
と
ク
シ
ュ
ー
は
言
が
。
そ
の
本
質
は
簡
素
さ
の
中

に
あ
る
洗
練
で
あ
る
が
、
日
本
に
関
し
て
今
西
欧
が
注
目
し
て
い
る

「浮
世
絵
」
だ
け
で
は
、
日
本

の
芸
術
や
文
化
の
理
解
と
し
て
偏

っ
て

帥

い
る
と
述
べ
る
。
最
後
に
日
本
の
倫
理
観
に
つ
い
て
語
る
。
高
貴
な
快
楽
主
義

の
神
々
の
国
に
あ

っ
て
、
禁
欲
、
崇
高

、
そ
し
て
善
意

の
形

而
上
学
と
し
て
の
外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
が
快
楽
主
義
の
自
己
中
心
主
義
を
和
ら
げ
、
神
秘
の
感
覚
を
溶
け
込
ま
せ
、
儒
教
が
精
神
に
雄

々
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㈲

し
さ
を
与
え
た
、
と

い
う
。
芸
術
的
洗
練
が
軍
事
的
規
律
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
は
驚
異
で
あ
る
と
い
う
。
芸
術

の
感
覚
を
斥
け
る
ア
メ

リ
カ
の
産
業
主
義
と
金
権
政
治
を
憂

い
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
メ
リ
カ
化
を
危
惧
し
て
、
日
本
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
文
化
を
借
り
受
け
た
が
、

㈲

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
も
そ
の
文
化
遺
産
に
日
本
を
加
え

る
べ
き
で
あ
る
、
と
日
本
文
化
の
理
解
と
摂
取
を
奨
励
す
る
。

次
に
、
先
に
公
表
さ
れ
た
中
心
的
論
考

「第
二
章

日
本
の
仔
情
的

エ
ピ

グ
ラ
ム
」
を
見
た

い
。
ま
ず
、
俳
句
は
三

つ
の
筆
の
タ
ッ
チ
に

よ
る
単
純
な
素
描
、
ひ
と

つ
の
印
象
で
あ
り
、
俳
句
を
作
る
と
は
、
三
つ
の
簡
潔
な
筆
致
で

一
つ
の
情
景
を
作
る
こ
と

で
あ
り
、
喚
起
力
に

価

満
ち
た

三
つ
の
感
覚
が
次
々
と
連
想
を
生
む
の
だ
、
と
ク
シ

ュ
ー
は
説
明
す
る
。
俳
句

の
本
質
的
性
質
は
簡
潔
さ
と
暗
示
力
だ
と

い
う
チ

ェ

ン
バ
レ
ン
の
見
解
を
示
し
、
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。
俳
句
は
日
本

の
芸
術
形
式
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
大
胆
な
単
純
化
を
特
色
と
す
る
。
そ

れ
は
、
明
確
な
幾
本
か
の
線
が
場
面
の
詳
細
や
風
景
の
無
限
の
広
が
り
を
内
に
含
ん
で
い
る
日
本

の
素
描
と
同
様

の
も

の
で
あ
り
、
俳
句

で

⑯

は
筆
は
言
葉
を
書
き
、
素
描
で
は
筆
は
線
を
描
く
の
で
あ
る
と

い
う
。
し
た
が
っ
て
物
を
見
る
眼
は
同
じ
だ
と

い
う
。
日
本
の
文
芸

で
あ
る

詩
と
絵

に
対
す
る
共
通
の
見
方
が
興
味
深

い
。
詩
と
絵
画
は
互

い
に
解
釈
し
合

い
な
が
ら
共
に
歩
ん
で
き
た
。
俳
句
は

一
五
世
紀
末
を
起
源

と
す
る
が
、
最
盛
期
は

一
七
-
十
八
世
紀

で
あ
り
、
そ
の
歩
み
は
絵
画
の
大
衆
派
と
し
て
の
浮
世
絵

の
流
行
と

一
致
し

て
い
る
、
と
い
う
。

古
典
的
な
和
歌
は
、
古
典
的
な
狩
野
派

の
絵
画
と
同
様
、
伝
統
的
な
主
題
を
も
ち
、
鑑
賞
者
も
貴
族
文
人
僧
侶
で
あ

る
が
、
俳
句
は
写
実
的

な
絵
、
版
画
で
あ
る
、
と
俳
句
と
浮
世
絵

の
共
通
性
を
意
味
づ
け
位
置
づ
け
る
。
俳
句

の
最
盛
期
は
芭
蕉
、
蕪
村
、
西
鶴
で
あ
り
、
芸
術
の

放
浪
者

が
つ
く

っ
た
が
、
西
洋
人
に
は
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
文
学
よ
り
も
、
眼
に
直
接
訴
え
る
写
実
的
な
芸
術
は
理
解
し

や
す

い
と
い
う
。
余

個

韻
す
べ

て
は
外
国
人
に
は
無
論
わ
か
ら
な
い
が
、
琴
の
音
、
梅
の
香
り
の
よ
う
に
伝
わ
る
も
の
が
あ
る
と
述
べ
る
。

そ
し

て
、
動
植
物
、
風
景
、
背
景
と
分
け
て
、
句
を
翻
訳
紹
介
し
解
釈
す
る
。
俳
句
を
作
る
人
は
、
動
物
を

一
筆

で
描
く
日
本
人
特
有
の

画
家
の
才
能
を
も

っ
て
い
る
。
忍
耐
強

い
観
察
力
、
単
純
化
の
力
、
生
命
を
吹
き
込
む
知
力
が
あ
る
と

い
う
。
こ
の
点

で
俳
人
は
画
家
と
競
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⑳

い
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と

い
う
。
動
物
の
魂
と
同
じ
高
さ
で
動
物
の
意
識
を
共
感
を
も

っ
て
表
現
し
て
い
る
。
植
物
に
対
し
て
も
同
じ
共
感

を
注
ぐ

が
、
植
物
は
象
徴
性
を
も

っ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
風
景
の
句
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
は
簡
潔
な
筆
致
が
広
大

な
世
界
を
見
せ
て
く

㎝

れ
る
と

い
う
。
詩

の
雫
の
ひ
と

つ
ひ
と

つ
が
日
本
の
全
体
を
映
し
て
い
る
。
ま
さ
に
画
家

の
筆
触
が
あ
る
と
い
う
。
細
部
が
お
も
し
ろ
く
選

ば
れ
、
動
く
場
面
を
描
く
と
こ
ろ
に
絵
画
的
お
か
し
さ
、
視
覚

の
ユ
ー
モ
ア
を
彼
は
見
る
。
三

つ
の
タ
ッ
チ
に
、
そ
れ

ら
を
結
合
し
た
作
者

㈱

の
意
図
が
見
え
る
と
い
う
。
俳
句
は
魂

の
あ
り
よ
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
結
ぶ
。
ま
た
、
た
と
え
ば
雪
と
月
に
は
民
族
性
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の

で
あ
り
、
自
然

へ
の
憂

い
の
感
情
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
と
語
る
。
命

の
僅
さ
に
対
す
る
感
受
性
が
鋭
敏

で
あ
り
、
瞬
間
を
描
こ
う

⑳

と
し
、
自
然
の
現
象
を
よ
く
見
る
。
不
連
続
性
は
季
節

の
変
貌
の
リ
ズ

ム
に
従

っ
て
い
る
、
と

い
う
。
風
俗
描
写
の
句
は
、
得
意
分
野
で
あ

る
が
気
晴
ら
し
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
浮
世
絵
と
区
別
が

つ
か
な

い
ほ
ど
情
景
描
写
が
巧
み
で
あ
る
と
賛
嘆
す
る
。
俳
句
の
軽
妙
さ
が
映

す
も
の
は
、
共
感
で
あ
り
、
善
良
な
好
奇
心
、
慈
悲
で
あ
り
、
滑
稽
さ
は
機
知
の
遊
び
で
あ
る
と

い
う
。
絵
と
の
比
較
対
照
に
興
味
を
覚
え

飼

な
が
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
訊
刺
画
と
は
異
な
る
と
い
う
。

そ
し

て
芭
蕉
、
蕪
村
、
千
代
女
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
芭
蕉
を
パ
ス
カ
ル
に
な
ぞ
ら
え
、
芭
蕉
は
禅
を
学
び
、
簡
素

や
気
品
を
発
展
さ
せ

飼

た
神
秘
家
で
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
十
八
世
紀
後
半
は
俳
句

の
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
で
あ
り
、
蕪
村

(
一
七

一
六
-

八
三
)
が
登
場
す
る
と

い

う
。
蕪
村
に
は
悲
惨
な
も
の
た
ち

へ
の
愛
が
あ
り
、
純
粋
に
絵
画
的
で
、
多
様

で
人
間
的
で
あ
り
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
本
来
の
力
を
も

っ
と

鋤

も
思
わ
せ
て
く
れ
る
俳
人
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
女
流
詩
人
千
代
女

に
は
女
性
ら
し
い
愛

の
あ
り
方
の
表

現
を
見

る
。
最
後

に
、

フ
ラ
ン
ス
の
俳
人
た
ち
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
ヴ

ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
短

い
詩
は
俳
句
に
近

い
と
い
う
。
ル
ナ
ー
ル
の
作
品
は
真
の
俳
句
だ

と

い
う

。
俳
句
に
は
強
い
感
覚
と
感
動
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
次

い
で
ヴ

ォ
カ
ン
ス
を
紹
介
し
評
価
す
る
。
西
欧
と

の
比
較
と
し
て
、
断

章
と
構
成

の
意
識

・
国
民
性
に
つ
い
て
述
べ
、
本
能
と
し
て
西
洋
人
は
構
成
に
、
日
本
人
は
分
離
に
、
頭
脳
が
赴
く
と

い
う
。
そ
し
て
、

一
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困

方
は
全
体

へ
他
方
は
細
部

へ
と
向
か
う
が
、
ど
ち
ら
も
偉
大
な
芸
術
家
た
り
う
る
と
括
る
。

「第
三
章
の
戦
争
に
向
か
う
日
本
」
で
は
、
社
会
の
状
況
、
知
識
人
た
ち
の
姿
勢
に

つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
最
後

の
第
四
章
は

「孔
子
」

で
あ
り

、
日
本
を
ア
ジ
ア
の
文
化
の
要
と
し
て
見
る
意
識
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

芭
蕉

よ
り
蕪
村
を
好
ん
だ
こ
と
は
、
ク
シ

ュ
ー
が
、
俳
句
を
終
始

一
貫
、
絵
画

の
表
現
性
と
の
関
連
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
意
識
と
呼

応
し
て
興
味
深
岬
・
重
要
な
こ
と
は
・
お
そ
ら
≦

」う
し
た
意
識
が
・
蕪
村
を
忠

と
し
た
俳
句
を
フ
ラ
ン
ス
へ
影
響
力
を
も

っ
て
紹
介
し
、

フ
ラ
ン
ス
の
文
学
界
に
ハ
イ
カ
イ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
先
人

で
あ
る
メ
ー
ト
ル
や
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
後
を
追
い
な
が

ら
、
詩

そ
の
も
の
の
把
握
、
文
化
に
お
け
る
理
解
を
示
し
た
意
味
は
大
き
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
、
象
徴
主
義
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
シ
ュ

ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
、

エ
リ

ュ
ア
ー
ル
に
、
フ
ラ
ン
ス

・
ハ
イ
カ
イ
が
、
イ
メ
ー
ジ

の
突
き
合
わ
せ
等

に
関
し
て
、
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
特

筆
し
て
お
こ
う
。

さ
ら
に
、
「ひ
と
は
け
」
等
、
絵
画
用
語

・
線
描
用
語
で
俳
句
を
表
現
し
、
書
く
の
も
描
く

の
も
同
じ
筆
を
用
い
る
と
う

い
う
不
思
議
さ

勧

を
挙
げ

る
が
、
こ
れ
は
現
代
の
前
衛
芸
術
と
し
て
の

「書
」
に
も
通
じ
て
ゆ
く
だ

ろ
う
。
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三

B

・
H

・
チ

ェ
ン
バ

レ

ン

(
一
八

五

〇
1

一
九

一
こ

さ
て
、
ク
シ
ュ
ー
に
比
べ
、
日
本
文
化
の
理
解
者
と
し
て
よ
く
名
が
知
ら
れ
、
日
本
に
長
く
日
本
研
究
者
と
し
て
住

ん
だ
チ

ェ
ン
バ
レ
ン

と
は

一
体
ど
の
よ
う
な
人
物
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、

一
八
五
〇
年
、
海
軍
中
将
の
息
子
と
し
て
英
国
で
生
ま
れ
、
幼

い
こ
ろ
か
ら

フ

ラ
ン
ス
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
家
庭
教
育
を
受
け
、
八
歳
か
ら

=
ハ
歳
ま
で
フ
ラ
ン
ス
で
教
育
を
受
け
た
。
語
学
や
文
学
で
才
能
を
示
し

た
が
、
銀
行
に
勤
め
る
。
し
か
し
健
康
を
害
し
、
茶
を
運
ぶ
船
に
乗
り
、

一
八
七
三
年
明
治
六
年
、
二
四
歳

の
時
、
横
浜
に
着
く
。
外
祖
父



は
、

一
八

一
六
年
英
国
政
府

の
遺
支
使
節
と
共
に
シ
ナ
へ
、
さ
ら
に
朝
鮮

・
琉
球
を
訪
れ
、
探
検
記
を
出
版
し
て
い
る
が
、
彼
の
東
洋
や
日

本

へ
の
関
心
は
、
こ
の
祖
父

の
影
響
も
大
き

い
と
見
ら
れ

て
い
る
。

来
日
後
東
京

へ
、
曹
洞
宗
の
寺
に
住
み
、
日
本
語
と
日
本

の
古
典
文
芸
を
学
ん
だ
。

一
八
八
〇
年
、
海
軍
兵
学
寮

で
英
語
教
師
と
し
て
勤

務
す
る
傍
ら
、
『
日
本
人
の
古
典
詩
歌
』
を
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
し
、
万
葉
集
、
古
今
集
、
謡
曲
、
狂
言
を
英
訳
し
、
世
界
に
日
本

の
古
典
文

働

学
を
紹
介
し
た
。
翌
年
、
三
三
歳
で
、
古
事
記
を
英
訳
。

明
治
十
九
年

(
一
八
八
六
)
、
東
京
帝
国
大
学
国
文
科
教
授
と
な
り
、
日
本
語
と
言
語
学
を
教
え
る
。
ア
イ

ヌ
調
査

研
究
を
、
明
治
二
十

年

(
一
八
八
七
)
に
出
版
。
『日
本
事
物
誌
』
を

一
八
九
〇
年
に
出
版
。
こ
れ
は
日
本
の
百
科
事
典

の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、
日
本
研
究
者

に
と

っ
て
貴
重
な
も
の
で
あ

っ
た
。
明
治
二
三
年

(
一
八
九

〇
)
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
日
し
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ

・
ハ
ー
ン
は
、
こ
の
書

で
日

本
を
知

り
、
彼
と
交
友
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
九
五
年
に
は
琉
球
語
研
究
の
成
果
と
し
て
琉
球
語
文
典
を
出
版
。

自
ら
名
づ
け
た
王
堂
文
庫
、
和
漢

一
万

一
千
冊
を
、
愛
弟
子
上
田
万
年

に
譲
り
、
明
治
四
四
年

(
一
九

一
一
)
、
六

二
歳
で
、
四
〇
年
間

の
滞
在

の
後
、
日
本
に
別
れ
を
告
げ
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
隠
棲
。
八
五
歳
で
死
去
す
る
ま
で
日
本
研
究
を
生
涯

の
仕
事
と
し
た
。
『
日

本
人

の
古
典
詩
歌
』
に
、
論
文

「芭
蕉
と
日
本
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
」
を
加
え
、

一
九

一
Q
年
、
横
浜

で

『
日
本

の
詩
歌
』
を
出
版
。
俳
句

の
西

欧
紹
介

の
第

一
人
者
で
あ
る
。

日
本

人
固
有
の
文
芸
文
化
を
和
歌
、
俳
句
と
見
倣
し
、
言
語
の
芸
術
で
あ
る
詩
歌
は
直
感
的
に
は
理
解
で
き
な
い
も

の
で
あ
り
、
文
芸
を

生
み
出

し
た
文
化
の
洞
察
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
禅

の
神
秘
主
義
に
注
目
し
て
、
日
本
人
の
精
神
風
土
を
背
景
に
俳
句
を
理
解
し
よ
う
と

し
た
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
チ

ェ
ン
バ
レ
ン
の

『日
本
人
の
古
典
詩
歌
』
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。
日
本
人
は
模
倣
に
長
け
た
国
民
性
に
よ

っ
て
、
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中
国

や
朝
鮮
の
文
化
を
吸
収
し
た
。
し
か
し
日
本
民
族
古
来
の
詩
歌
は
、
日
本
人
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
と
日
本
人
を
研
究

す
る
際
、
詩
歌
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
語
の
作
詞
法
で
は
、
押
韻
、
音
の
抑
揚
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
音

量
、
頭
韻
は
考
え
な
く

て
よ
く
、
た
だ
五
音
節
と
七
音
節
を
繰
り
返
し
て
七
音
節
で
ま
と
め
る
だ
け
で
あ
る
。
五
音
と
七
音
に
よ
る
単
純
な

音
楽
性
が
日
本
人
に
好

ま
れ
た
、
と
彼
は
推
論
す
る
。
さ
ら
に
日
本
独
自

の
も
の
と
し
て
、
枕
詞
、
掛
詞
、
序
詞
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
歴
史
を
辿
り
な
が
ら
、
上

代
研
究
者
と
し
て
賀
茂
真
淵
、
本
居
宣
長
を
挙
げ
、
日
本
の
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
の
先
駆
者
と
呼
び
高
く
評
価
す
る
。
日
本
人
の
詩
歌
の
特
徴
を

貴
族
文
化
と
し
て
の
優
雅
さ
、
伝
統
を
愛
す
る
心
、
単
純
性
と
考
え
る
が
、
単
純
性
は
知
的
性
質
の
貧
し
さ
に
あ
る
、
と
チ

ェ
ン
バ
レ
ン
は

思
索
す
る
。
日
本
人
は
人
間
の
深
奥
ま
で
探
究
し
な
い
、
こ
の
単
純
さ
の
た
め
に
外
国
の
影
響
を
受
け
な
か

っ
た
の
だ
と
彼
は
解
釈
す
る
。

明
治

=
二
年
に
日
本
文
学
を
紹
介
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
ま
さ
に
驚
き
で
あ
り
、
能
を
最
初
に
英
訳
し
て
世
界

に
紹
介
し
た
彼
の
功
績

は
大
き

い
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
、
日
本
と
日
本
文
化
、
俳
句

の
理
解
に
は
ク
シ

ュ
ー
と
か
な
り
異
な
る
も

の
が
あ
る
。
吸
収
し
た
外

国
文
化

は
模
倣
文
化
と
し
て
、
日
本
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
、
と
考
え
、
和
歌
俳
句

の
貴
族
的
な
優
雅
さ
は
と
も

か
く
、
単
純
性
は
、
知

的
貧
困

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
表
現
は
表
層
の
観
察
写
実
に
起
因
す
る
と
い
う
観
点
が
、
と
り
わ
け
ク
シ
ュ
ー
と
異
な
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

興
味
を
惹
か
れ
る
。
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四

R

・
H

・
プ

ラ
イ

ス

(
一
入
九

八
-

一
九

六

四
)

他

に
俳
句
理
解
に
対
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
プ
ラ
イ
ス
を
挙
げ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
プ
ラ
イ
ス

と
は
ど

の
よ
う
な
人
物
だ
ろ
う
か
、
瞥
見
し
よ
う
。

彼
は
、

一
九
二
四
年
大
正

=
二
年

に
、
日
本
政
府
の
招
き
に
よ

っ
て
京
城
大
学
英
語
講
師
と
し
て
着
任
、
漢
字

・
仏

典

・
禅
を
学
ぶ
。

一



六
年
間
を
京
城
で
過
ご
し
た
後
、
昭
和

一
五
年

(
一
九
四
〇
)
、
金
沢
第
四
高
校

の
教
授

に
着
任
し
た
が
、
太
平
洋
戦
争

の
た
め
に
神
戸
に

抑
留
さ
れ
る
。
俳
句
と
禅
の
勉
強
が
続
け
ら
れ
る
。
戦
後
、
学
習
院
大
学
に
赴
任
。
昭
和
二
四
年
か
ら
二
七
年
に
か
け
て
『俳
句
』
四
巻

(英

文
)
を
上
梓
し
た
画
期
的
な
功
績
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
三
九
年
、
大
磯
で
病
死
。
六
六
歳

の
生
涯
だ

っ
た
。

プ
ラ
イ
ス
は
、
禅
と
俳
句
は
同
義
語
で
あ
る
と
ま
で
考
え
、
宗
教
的
な
東
洋
の
世
界

の
全
体
を
、
俳
句
は
、
簡
素
な
表
現
で
深
く
喚
起
す

㈲

る
、
と
評
価
す
る
。
俳
句
は
東
洋
文
化
の
極
地
を
示
す
よ
う
な
も
の
だ
と
言
う
。
鈴
木
大
拙
を
師
と
仰
ぐ
。
簡
素

・
沈
黙
に
、
深

い
思
索
と

感
覚
の
表
現
を
見
る
。
ま
た
日
本
語
の
擬
音

の
豊
か
さ
に
指
摘
し
、
言
葉

の
音
韻
が
事
物
そ
の
も
の
の
模
倣
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
感
嘆
す

る
。
主
客
の
対
立
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
を
思
考
し
、
自
然
と
人
間
が
共
に
生
き
る
空
間
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
世
界
的
な
芸
術
と
思

想

の
レ
ベ
ル
で
俳
句
を
眺
め
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
詩
歌
軽
視
の
風
潮
の
な
か
で
、
俳
句
は
自
然

へ
帰
る
道
と

い
う
思
索
を
辿

っ
た
プ

ラ
イ
ス
は
、
日
本
文
化
に
と

っ
て
極
め
て
貴
重
な
存
在
で
あ
ろ
う
。
彼
は
俳
句
が
大
き
な
喜
び
を
与
え

て
く
れ
た
と
考

え
て
い
る
。
鎌
倉
東

㈲

慶
寺
の
大
拙
の
傍
に
眠
る
彼
で
あ
る
が
、
禅
の
影
響
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
る
。

『俳
句
』
第

一
巻
の
序
文
に
、
禅
と
の
関
係
、
東
洋
文
化

の
極
点
と
し
て
の
俳
句
と

い
う
プ
ラ
イ
ス
の
俳
句
観
や
日
本
文
化

へ
の
姿
勢
を

明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
絵
と
並

べ
ら
れ
た
興
味
深
い
書
物
で
あ
る
。
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五

俳
句

の
文
芸

的
広

が
り

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
俳
句
は
た
だ
文
学
と
し
て
で
は
な
く
、
文
芸
や
芸
術
、
文
化

へ
の
広
が
り
を
実
際
も

つ
も
の
と
し
て
強
く
考

え
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

俳
句

の
文
学
的
影
響
と
し
て
は
、
ク
シ

ュ
ー
に
関
心
を
示
し
た
、
ド
イ
ッ
詩
人
リ
ル
ケ

(
一
八
七
五
-

一
九
二
六
)
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な



ら
な

い
。
凝
縮
さ
れ
た
表
現
、
沈
黙
と

い
う

べ
き
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
難
解
と
さ
れ
る
リ
ル
ケ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
リ
ル
ケ
は
ド
イ

ツ
語
が
明
確
す
ぎ
て
陰
影
に
乏
し
い
と
嘆

い
た
と

い
う
。
こ
の
よ
う
な
彼
が
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
浮
世
絵
研
究
に
影
響
を
受
け
た
と

い
わ
れ
る
。

ゴ
ン
ク
ー
ル
は

『歌
麿
』
を

一
八
九

一
年
に
、
『北
斎
』
を

一
八
九
六
年
に
出
版
し
て
い
る
。
パ
リ
で
、
リ
ル
ケ
は

ロ
ダ

ン
か
ら
物
を
見
る

目
を

学
ん
だ
と

い
う
。

一
九
〇

一
年
に
は
、
パ
リ
で
、
北
斎
を
見

て
、
北
斎
の
画
論
に
感
銘
を
受
け
た
と

い
う
。
リ

ル
ケ
が
、
山
の
詩
、
北

斎
の
富

士
の
詩
を
書

い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
リ
ル
ケ
が
晩
年
日
本

の
俳
句
に
関
心
を
抱
い
た
の
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
で
リ
ル
ケ
の
俳
句

へ
の
関
心
、
と
り
わ
け
蕪
村

へ
の
関
心
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
で
、

一
九

一
九
年
出
版

(
第
三
版
)
の
翌
年
の

一

九
二
〇
年
に
入
手
し
た
と

い
う
、
ク
シ
ュ
ー
の

『
ア
ジ
ア
の
賢
人
と
詩
人
』
に
対
す
る
読
解
、
書
き
込
み
、
書
簡
な

ど
に
よ
る
研
究
が
な
さ

れ
て
お
り
、
極
め
て
興
味
深

い
。
虚
構
の
世
界
の
あ
り
方
、
眼
に
見
え
な

い
世
界
の
表
現
、
詩
の
内
面
的
空
間
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ

て
リ
ル
ケ
は
ク
シ

ュ
ー
の
広
範
な
影
響
の
中
に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ク
シ
ュ
ー
の
既
述
の
論
考
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
で
俳
句
に
対
す

る
関
心
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
、
ク
シ

ュ
ー
、
ジ

ュ
リ
ア
ン

・
ヴ
ォ
カ
ン
ス
、
ジ
ャ
ン

・
ポ
ー
ラ
ン
に
よ

っ
て
高
ま

っ
て
ゆ
く
。

一
九
二

〇
年
、
『新

フ
ラ
ン
ス
評
論
』

(九
月
号
)
に
は
、
ブ
ル
ト
ン
、

エ
リ

ュ
ア
ー
ル
ら
が
ハ
イ
カ
イ
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
リ
ル
ケ
は
こ
れ
を
読

倒

ん
で
そ

の
感
動
を
表
し
て
い
る
。
自
然
と

一
体
化
し
た
よ
う
な
沈
黙
と
空
白

の
詩
が
リ
ル
ケ
と
響
き
合
う

の
だ

ろ
う

か
。
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
俳

句
選
集
』
(ド
イ

ツ
語
俳
句
選
集
)
が

死

七
九
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
、
俳
句
関
係
詩
人
と
し
て
・
リ
ル
ケ
は
登
場
し
て
い
翠

俳

句
は
彼
自
身

の
言
語
表
現
の
追
究
に
深
く
か
か
わ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら

に
英
米
イ

マ
ジ
ス
ム
の
運
動

へ
の
影
響
、
と
く
に
エ
ズ
ラ

・
パ
ウ
ン
ド

へ
の
俳
句

の
影
響
も
よ
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
都
。

詩
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
。

で
は

、
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
詩
人
、
ド
イ
ツ
の
詩
人
、
英
米

の
文
学
世
界
へ
と
、
広
範
な
影
響
力
を
も

っ
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た

俳
句

に
関

し

て

、

か

。

ク

シ

ュ
ー

が

挙

げ

た

マ
ラ

ル

メ

は

、

一
体

、

こ

の
よ

う

な

問

題

の
な

か

で

ど

の
よ

う

な

あ

り

方

を

し

て

い
た

の
だ

ろ
う

六

マ
ラ

ル
メ
を

め
ぐ

っ
て

こ

の
よ
う
に
様

々
な
影
響
関
係
を
及
ぼ
し
た
ク
シ

ュ
ー
が
、
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
俳
句

の
簡
潔
な
語

の
あ
り
方

に
関
し
て
、
象
徴
主
義

の
詩
人

マ
ラ
ル
メ
の
意
識
を
引
き
合
い
に
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
マ
ラ
ル
メ
は
、
詩
に
お
い
て
、
語

の
喚
起
力
、
語

の
組
み
合
わ
せ

・
突
き
合
わ
せ
に
よ
る
象
徴
性
の
価
値
を
標
榜
し
た
詩
人
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
ま
さ
に
、
時
代
の
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
を
そ
れ
ぞ
れ
に
取
り
込
ん
だ
画
家
た
ち
と
交
友
し
、
芸
術
家
と
し
て
の
創
造
意
識
を
共
有
し
共
感
し
、
彼
ら
と
感
性
を
響
き
合
わ
せ

働

た
の
で
あ

っ
た
。

ま
ず
詩
人
と
し
て
、
雄
弁
を
嫌

っ
て
、
語
の
喚
起
力
、
暗
示
力
に
よ
り
、
在
る
か
無
き
か
の
、
言

い
換
え
れ
ば
、
現
実
的
存
在
を
持
た
ぬ

事
物

の
表
象
を
試
み
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
万
象
が
交
感
し
合
う
世
界
の
表
現
を
求
め
、
彼
は
、
無
、
空
無
、

虚
無
、

の
存
在
を
見
、
仏
教
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
語
群
を
視
覚
的
に
配
置
し
、
視
覚
の
音
響
的
詩
篇
を
斬
新
に
も
試
み
て
い
る

こ
と
、
実
際
、
詩
的
思
考
の
表
現
に
視
覚
的
な
表
現
が
音
楽
的
用
語
と
共
に
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
さ
ら
に
、
詩
の
メ
ロ

デ
ィ
ー
に
対
し
て
、
墨
で
書
か
れ
た
線
の
振
動
と
し
て
魅
惑
さ
れ
た
り
、
扇
に
関
わ
る
詩
を
書
い
た
り
、
扇
面
に
詩
を
書

い
た
り
、
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
画
家
と
の
創
作
上
の
呼
応
意
識
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
の
別
荘
に
は
、
日
本

の
部
屋
が
し
つ
ら
え
ら
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
芸

術
の
ジ

ャ
ン
ル
の
総
合
性
と
東
洋

・
日
本

の
文
化

へ
の
関
心
は
顕
著
で
あ
る
。

現

に
、
画
家
と
の
交
流
に
お
い
て
も
、
東
洋
、
日
本

へ
の
関
心
は
如
実

に
現
れ
て
い
る
。

マ
ネ
と

の
共
同
作
品
に
お
い
て
、
二
度
に
わ
た
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り
自

分
の
主
要
作
品
に
お
い
て
、
墨
の
筆
触
や
浮
世
絵

の
手
法
が
真
似
ら
れ
た
挿
絵
を
施
さ
せ
て
い
る
。
ボ
ー
の
詩

の
翻
訳
で
あ
る
『大
鴉
』

の
挿
絵
は
、
際
立

っ
て
お
り
、
ま
た

『半
獣
神
の
午
後
』

へ
の
マ
ネ
に
よ
る
挿
絵
に
も
北
斎
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
他
に
も
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
に
、
様

々
に
、
そ
れ
ぞ
れ
画
家
固
有

の
仕
方
で
、
惹
か
れ
た
印
象
派
、
後
期
印
象
派
の
画
家
た
ち
、
モ
ネ
、
ド
ガ
、
ゴ
ー
ガ
ン
ら
と

の
交

流
も
頻
繁
で
あ
る
。
さ
ら
に

『半
獣
神
の
午
後
』

へ
の
前
奏
曲
を
付
し
、
マ
ラ
ル
メ
を
師
の
よ
う
に
仰
ぎ
交
際

し
て
い
た
音
楽
家
ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー
も
、
日
本
文
化
に
深

い
関
心
を
抱
き
、
自
ら
作
品

「海
」

の
カ
バ
ー
に
北
斎
を
用

い
る
程
で
あ

っ
た
。
彼
ら
の
間
に
共
通
す
る
も

の
と
し

て
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら

に
文
化
全
体
に
対
す
る
注
目
と
し
て
は
、

マ
ラ
ル
メ
自
身
、

ロ
ン
ド
ン
の
万
博
に
お
い
て
は
、
探
訪
記
を

一
八
七

一
年

・
一
八
七
二

年
に
書

い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
日
本
の
工
芸

に
深
い
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。

マ
ラ
ル
メ
は
「軽
や
か
な
図
柄
」
「精
妙
な
線
描
模
様
」
「花

㈲

や
鳥

の
姿
」
に
深

い
感
銘
を
覚
え

て
い
る
。

特
筆

す
べ
き
こ
と
と
し
て
、

マ
ラ
ル
メ
が
独
自
に
、
専
門
的
と
い
え
る
造
形
上
の
意
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八
七
六
年
の

「印
象
派
と

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル

・
マ
ネ
」
と
い
う
論
考
に
お

い
て
、
日
本
美
術

の
固
有
の
視
覚
に
注
目
し
、
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
以

鱗

降
探
究
を
重
ね
ら
れ
た
西
欧
の
視
覚
で
は
な
い
優
れ
た
価
値
と
し
て
、
そ
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
マ
ラ
ル
メ
に
対
し
て
、
現
代
、
ロ
ラ
ン

・
バ
ル
ト
が
日
本
文
化
論

『表
徴

の
帝
国
』
に
お
い
て
、
俳
句
論

の
な
か
で
、
俳
句
と

マ
ラ
ル
メ
の
詩
的
言
語
の
あ
り
方
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
特
記
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
の
暗
示
性

、
中
枢

の
無
に
つ
い
て

バ
ル
ト
は
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
ク
シ
ュ
ー
の
例
示
に
厚
み
を
も
た
せ
る
も

の
と
し
て
、
文
学
的
文
化
的
継
承
が
見
受
け
ら
れ
、
関
心
を

惹
く
。



マ
ラ
ル
メ
に
お
い
て
、
文
学

・
詩
と
美
術
と
文
化
の
領
域
で
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
領
域

の
人
間
関
係
に
お
い
て
、
結

び
つ
き
の
要
素
に
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
系
譜
と
し
て
見
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
確
認
す
る
論
者
が
確
か
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
時

に

そ
れ
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
、
文
芸
的
芸
術
的
意
味
の
ひ
と

つ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

文
芸

と
美
術
の
共
通
す
る
様
子
を
記
述
し
た
ゴ
ン
ク
ー
ル
に
つ
い
て
付
記
し
て
お
き
た

い
。
浮
世
絵

の
信
奉
者
で
あ

る
ゴ

ン
ク
ー
ル
は
、

美
術

の
話
題
の
中
で
、
日
本
の
文
芸
は
葉

っ
ぱ
数
枚

の
み
で
詩
歌
を
作
る
と
記
し
て
い
る
。
自
然
主
義
的
な
も
の
、
簡
潔
性
、
象
徴
性
が
、

㈲

文
学
美

術
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と

の
彼
の
感
慨
は
、
両
者
に
眼
の
行
き
届
く
者
の
強
み
と
し
て
、
説
得
力
を
も

つ
だ
ろ
う
。
視
覚
的
に

直
観
し
や
す
い
造
形
芸
術
に
比
べ
、
言
語
理
解
の
障
害
に
よ
る
理
解

の
遅
さ
が
あ
る
と
は

い
え
、
異
国
の
東
洋
文
化

に
対
す
る
公
平
さ
、
自

由
と
自

信
に
満
ち
た
判
断
、
愛
情
と
理
解

へ
の
努
力
に
は
、
驚
嘆
す

べ
き
も
の
が
あ
る
。

言
語
的
理
解
の
困
難
さ
を
通
じ
て
、
美
術
同
様
の
理
解
に
及
ん
だ
と
き
、
そ
こ
に
説
得
性
と
共
に
、
よ
り
深
い
文
化

の
洞
察
や
曲
解
、
ま

た
別

の
洞
察
や
曲
解
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
言
語
的
理
解
と
共
に
、
芸
術
、
文
化
を
見
る
と
き
、

ひ
と

つ
の
意
識
で
全
体

的
に
見

る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
我
々
自
身
、
よ
り
深

い
理
解
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
自
国
の
文
芸
文
化

の
研
究

に
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
も

の
と
な
る
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
た
限
、
国
境
を
越
え
た
眼
は
、
理
解
と
曲
解
の
両
者
、
共
感
と

違
和
感

の
両
者
が
、
貴
重
な
意
味
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
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結

び

こ
の
よ
う

に
、
芸
術
家
た
ち
は
、
あ
る
芸
術
の
流
れ
の
な
か
で
、
確
か
に
交
錯
し
あ

い
、
確
か
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と

い
う
文
化
を
そ
の
交



流
の
ひ
と

つ
の
要
と
し
て
遭
遇
し
た
。
彼
ら
が
惹
か
れ
た
の
は
、
浮
世
絵

に
お
け
る
単
純
簡
潔
な
線
で
あ
り
、
そ
こ
に
言
い
尽
く
し
が
た
い

広
大
な
意
味
を
見
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
、
日
本
人
の
世
界
観
、
自
然
観
、
端
的
に
言
え
ば
、
生
活
と
共
に
あ
る
芸
術
、
を
感

じ
取

っ
た
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
写
実
と
写
生
、
現
実
か
ら
乖
離
し
た
抽
象
を
免
れ
た
好
情
的
夢
想
、
象
徴
は
、
芸
術
の
ひ
と

つ
の
本

質
的
あ
り
方
で
あ
り
、
可
能
性
と
限
界
、
微
妙
な
地
点
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
チ

ェ
ン
バ
レ
ン
の
見
た
写
生
に
、
ク
シ
ュ

ー
は
象

徴
性
を
、
拝
情
性
を
認
め
、
日
本
の
文
芸

・
文
化
の
単
純
性

・
簡
潔
性
に
、

一
瞬
の
深
い
生
の
表
現
を
見
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日

本
文
化

が
摂
取
し
戻
る
場
、
そ
し
て
欧
米
文
化
が
自
身
に
戻
る
べ
く
摂
取
す
る
ひ
と

つ
の
場
、
と
言
え
な

い
だ

ろ
う

か
。
そ
し

て
文
化
は
、

文
芸

.
芸
術
に
、
確
か
に
表
象
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
日
本
自
身
の
伝
統
に
結
ば
れ
な
が
ら
同
時
に
現
代
芸

術
の
先
端
的
意
識
に
も

関
わ
る
点
は
、
日
本
の
芸
術
と
文
化
が
探
究
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
文
芸
世
界
に
お
い
て
は
、
俳
句

の
も

つ
写
実
と
夢
想
は
、
象
徴
主
義
か
ら
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
問
の
、
橋
渡
し
に
位
置

し
、
人

に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ

一
方
か
ら
の
解
釈
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
妥
当
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
は
、
日
本
の
文
芸
、
芸
術
は
、
写
生
が
象
徴

で
あ
り

、
日
常
が
芸
術
で
あ
り
、
生
活
が
思
考
で
あ
る
、
と

い
う
自
然
主
義
的
側
面
を
も

つ
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え

れ
ば
、
ま
さ
に
そ
れ

は
そ
れ
自
身
と
し
て
両
義
的
に
在
る
。
と
い
う
こ
と
は
芸
術
上

の
特
異
な
価
値
を
も

つ
と

い
う

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、

ク
シ
ュ
ー
の
解
釈
は
、
も

っ
と
も
そ

の
本
来
の
あ
り
方

へ
の
理
解
に
近
い
も
の
と

い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。

ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
に
お
い
て
、
文
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
詩
と
絵
、
俳
句
と
浮
世
絵
が
ひ
と

つ
の
理
解
を
得
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
関

心
か
ら
派
生
す
る
芸
術
た
ち
芸
術
家
た
ち
は
、
意
味
あ
る
つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
た
。
マ
ラ
ル
メ
に
お
い
て
そ
れ
に
対
す
る
ひ
と

つ
の
確
認

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は

マ
ラ
ル
メ
の
価
値
に
も
ひ
と

つ
の
新
た
な
意
味
を
付
け
加
え
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
文
芸
と
芸
術
が
、
文

化

の
レ
ヴ

ェ
ル
で
共
に
見
ら
れ
る
と
き
、
意
義
あ
る
考
察
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
、
ひ
と

つ
の
証
と
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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(1)(2)(5)(4)(3)(6)(7)(8)

と

こ
ろ
で
俳
句
と
言
え
ば
す
ぐ
に
思

い
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
日
本

の
近
代
文
学
に
お
け
る
俳
句

の
価
値
の
低
さ
を
主
張
す
る
桑
原

武
夫
の
俳
句
第
二
芸
術
論

(昭
和
二

一
年
)
が
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
立
論

の
観
点
か
ら
も
、
ま
た
明
治
三
〇
年
頃
の
子
規
の
俳
句
革
新

運
動
の
観
点
か
ら
も
、
逆
に
俳
句

の
本
質
と
、
日
本
の
芸
術
や
日
本
文
化

の
本
質
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

岡
倉
天
心
の
茶

の
本
が
、
東
洋
精
神
と
西
洋
精
神
の
対
立
と
融
合
の
書
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
天
心
と

マ
ラ
ル
メ
の
関
連
の
言
及

が
小
林
太
市
郎

の
研
究
に
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
か
ら
も
、
深
く
日
本
の
文
芸
文
化
、
そ
し
て
文
芸
文
化
そ

の
も

の
の
本
質
の

一
つ
を
推
察
で
き
そ
う
で
あ
る
。

勾
ロ
聾
o
誉

目α
≧
8

。
押

冨
ミ
§

栽
誤
嵩
言
魯

局
ミ
塁

き

§

§

°
オ

ー

ル

コ

ッ
ク

『
日
本

の
美

術

と

工
芸

』

参

照

。

馬

渕

明

子

『
ジ

ャ

ポ

ニ

ス

ム
』

参

照

。

乏
ロ
臣
ヨ

冨

自

智
α
ω
畠
≦
畳

N
㌔

且

・゚
口

8

8

§

恥
奪
§
庖
§

斗

馬
奪
罵
ミ
ミ
誉
§

ミ

ミ
馬
謹

、
穿

hこ
嵩
ミ
腎
譜

ミ

肉
ミ
詰
き

ト
譜

ミ
ミ
鳶

、
。。
O
O
l
も
賦

讐

W

・
L

・
シ

ュ
ワ

ル

ツ

『
近

代

フ
ラ

ン

ス
文

学

に
あ

ら

わ

れ

た

日

本

と

中

国

』

参

照

。

こ

の

ク

シ

ュ
ー

に
対

す

る

研

究

と

し

て

は

、

「
四
巳
l
r
o
忌
い

O
o
ロ
9

0
ロ
P

吻
黛
恥
題

飾

、
9
§

織
ゴ
旨

℃
9

ぎ

§

詰
」
隷
董

"

6

ま
(
6
P
ω
゜
轟
o

瓜
魯

δ
昌
)
の
訳

書

、

ク

シ

ュ
ー

『
明

治

日

本

の
詩

と

戦

争

』

の
巻

末

の
訳

者

解

説

を

含

む

金

子

美

都

子

氏

の

研

究

、

そ

の
他

、

柴

田

依

子

、

松

尾

邦

之

助

、
夏

石
番

矢

、

佐

藤

和

夫

諸

氏

に

よ

る

研

究

等

が

見

ら

れ

る
。

特

に

フ
ラ

ン

ス
関

係

に

つ

い

て
、

「
フ

ラ

ン

ス
文

学

に

移

入

さ

れ

た

日

本

の
俳

句

」

そ

の

一
-

一
〇
、

一

一

『
雲

』

第

四
-

五
巻

、

夏

石

番

矢

、

「
フ
ラ

ン

ス

へ
俳

句

は

ど

の
よ

う

に

デ

ビ

ユ
ー

し

た

か
」

『
俳

句

文

学

館

紀

要

』

五
号

、

=

二
五
-

一
五

七

頁

参

照

。

柴

田
依

子

「
西

洋

に
お

け

る

蕪

村

発

見
」
、

『
国

文

学

蕪

村

の
視

界

』

一
九

九

六
年

一
二
月

号

、

一
二

六

1

=

二
八

頁

参

照

。
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{9)㈲ 伽 ⑫O⑳ 〔1鋤 〔嘲 肛マ)U醐`1切{14}く 掴{12}m工{ゆ

佐
藤
和
夫

「俳
句
か
ら
国
≧
宍
ロ
へ
」

解

説

、
参

照

。

署

篭
-

囎
゜

唱
三

轟
-

弓

弓

唇

-

撃

唱
㌣
出

1

い
仲

毛

鵠

-

峯

暑

吾

i

タ

呈

暗
-

軌
P

,
墨

P
壊

゜

忌

。.
、

ワ

ぴ
い
゜

甲
認

゜

U
呂

ロ
ー

。。
一
曜

甲
。。
9

掌
旨

゜

一
四
-
二
八
頁
、
ク
シ

ュ
ー

『明
治

日
本
の
詩
と
戦
争
」
の
巻
末
の
訳
者
金
子
美
都
子
に
よ
る
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⑫ε碧(27)(2⑤ ⑫⇒㈹ ㈲㈱ ⑬D鰯

唱
δ゚
q
°

℃
や
=

ひ
ー

=
O
°

唱
で
這゚

い
ー

δ

刈
゜

寧

一
ω
一
1

δ

ω
゜

一
九

三

六

年

、

ヴ

ォ

カ

ン

ス
、

ク

シ

ュ
ー

と

虚

子
と

の
パ

リ

で

の
集

ま

り

に

つ

い

て
訳

者

解

説

参

照

。

サ

ン

ボ

リ

ス

ム

か

ら

シ

ュ
ー

ル

レ

ア

リ

ス
ム

へ
の
流

れ

と

俳

句

の
関

係

は

意

味

深

い
。

訳

者

指

摘

の
キ

ュ
ビ

ス

ム

と

の
関

係

に

つ

い

て
は

稿

を

改

め

考

察

し

た

い
。

噂
℃
」
ω
ひ
1

一
器

゜

こ

れ

に
関

し

て

訳

者

は

、

ク

シ

ュ
ー

の
評

価

と

し

て
寺

田
寅

彦

を

引

い
て

い
る

が

、

極

め

て
興

味

深

い
。
寺

田

寅

彦

「
俳

譜

の
本

質

的

概

論

」

『寺

田

寅

彦

全

集

』

五

七

一
ー

五

九

七

頁

、

五
七

六

頁

参

照

。

今

後

の
課

題

と

し

た

い
。

こ

れ

に

関

連

し

て
、

ジ

ョ

ル
ジ

ュ

・
ボ

ノ

ー

は

、

一
九

三

五

年

(
昭
和

一
〇
年

)
、
東

京

華

族

会

館

に

お

い

て
国

際

文

化

振

興

会

の
た

め

に
行

わ

れ

た

講

演

『
日

本

詩

歌

と

外

国

語

』

(
堀

口
大

学

訳

)

に

お

い

て

、

日

本

詩

歌

の

何

を

ど

う

翻

訳

す

べ
き

か

に

つ

い

て
論

じ

て

い
る

(】)
【
O
o
自
o。
①
9。
南
o
量

o
㊤
F

、
o
駄亀
ミ
§

§

駐
鞄

ミ

貯

嵩
。゚
§

動
駄
、ミ
嵩
鷺

鳶
動
、
冨

き
邑
ミ

Q
ミ

ミ
N翫
言
§

覧

O
ω
い
)
。

日

本

詩

歌

に

お

い

て

内

容

と

い
う

べ
き

意

味

は

、

言

葉

の
連

続

で

は

な

く

言

葉

が

醸

し

出

す

雰

囲

気

で
あ

り

、

言

葉

の
周

囲

に
あ

る
、

と

い
う

。

翻

訳

に

は

テ

ク

ニ

ッ
ク

が

必

要

で
あ

り

、

フ

ラ

ン

ス
詩

歌

の

テ

ク

ニ

ッ
ク

は

日
本

の
そ

れ

に

よ
く

合

致

す

る
と

し

、

ア

リ

テ

ラ

シ

オ

ン
、

ア

ソ

ナ

ン

ス
な

ど

に
注

目

し

て

い

る

。

弟

子

の
言

語

学

者

岡

倉

由

三

郎

は

天

心

の
弟

で
あ

る

。

チ

ェ
ン

バ

レ

ン

『
日
本

人

の
古

典

詩

歌

』

の
訳

者

川

村

ハ
ツ

エ
に

よ

る

巻

末

解
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説
参
照
。
星
野
慎

一

『俳
句
の
国
際
性
』
三
四
-

四
七
頁
参
照
。

bu
°即

O
冨

日
σ
o
「同巴
戸

§

恥
O
貯
動
魯

ミ

、
o
ミ
q

ミ

ミ
馬
書

§

題
馬

に

論

考

田
窃
ゴ
o
き

α
聾
o
臼
趨
目

o
器

M
。
9
一。
巴

o
且
oq母
B
が

加
え

ら

れ

て

、

書

§

馬
罵

ぎ

ミ
q
と

し

て
後

に

改

訂

出

版

さ

れ

る

こ
と

に
な

る

。

即
即

国

望
旦

§

夷

q

(プ

ラ

イ

ス

『
俳

句

』
)
、

北

星

堂

書

店

。
絵

入

り

で
句

の
解

説

が

画
期

的

で
あ

る
。

第

一
巻

「
序

文

」

五

、

九

頁

参

照
。

星
野
前
掲
書
六
四
-
八
二
頁
、
星
野
恒
彦

『俳
句
と
国
≧
胃
¢
の
世
界
』

一
〇
四
-

一
=
二
頁
参
照
。

星

野
慎

一
前
掲
書
五
四
-
六

一
頁
参
照
。

柴

田

「リ
ル
ケ
と
俳
句
」
(女
流
画
家
ジ
オ
ー
ク
宛
書
簡

の
指
摘
)
、
松
尾
前
掲
論
文
参
照
。

星

野
慎

一
前
掲
書
二
〇
-

二
五
参
照
。
ク
ロ
ー
デ
ル
他
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
俳
句
関
連
の
系
譜
に
関
し
て
、
芳
賀
徹

『心
の
響
き
合

い
』

参

照
。

星

野
慎

一
前
掲
書

一
五
六
-

一
五
八
参
照

同
書

一
七
四
-

一
八
六
参
照
。
そ
の
他
の
広
が
り

に
つ
い
て
、
佐
藤
和
夫

『海
を
越
え
た
俳
句
』
参
照
。

宗

像
衣
子

『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
』
参
照
。

同
書
八
八
頁
参
照
。

同
書
九
七
-

一
〇
三
頁
参
照
。

拙

論

「ゴ
ン
ク
ー
ル
と
ロ
チ
」
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
』
三
三
号
参
照
。
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参

考
文

献

小
林
太
市
郎
、
吉
田
光
邦
、
岩
井
忠
熊

「茶
の
本
」
輪
講
筆
記
第

一
-
六
回
、
『淡
交
』
淡
交
社
、

一
九
六
〇

(
マ
ラ
ル
メ
関
係
は
第
五
回
)

佐
藤
和
夫

『俳
句
か
ら
国
≧
困
q
へ
』
南
雲
堂
、

一
九
八
七

佐
藤
和
夫

『海
を
越
え
た
俳
句
』
丸
善
、

一
九
九

一

柴
田
依
子

「
リ
ル
ケ
と
俳
句
」
『俳
句
文
学
館
紀
要
』
第
七
号
、

一
九
九
二

柴
田
依

子

「西
洋
に
お
け
る
蕪
村
発
見
」
、
『国
文
学

蕪
村
の
視
界
』

一
九
九
六
年

一
二
月
号
、
学
燈
社
、

一
二
六
1

=
二
八
頁

柴
田
依

子

「俳
句
と
和
歌
発
見
の
旅
、
ポ
ー
ル

・
ル
イ

・
ク
シ

ュ
ー
の
自
筆
書
簡
を
め
ぐ

っ
て
」
『比
較
文
学
研
究
』
七
六
号
、
東
大
比
較

文
学

会
、
二
〇
〇
〇

寺
田
寅
彦

「俳
譜
の
本
質
的
概
論
」
『寺
田
寅
彦
全
集
』
第
七
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
〇

夏
石
番
矢

「
フ
ラ
ン
ス
へ
俳
句
は
ど
の
よ
う
に
デ
ビ

ユ
ー
し
た
か
」
、
『俳
句
文
学
館
紀
要
』
五
号
、

一
九
八
八
、

=
二
五
-

]
五
七
頁

芳
賀
徹

『心
の
響
き
合

い
』
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
二
〇
〇
二

平
川
祐
弘

『和
魂
洋
才
の
系
譜
』
河
出
圭
旦
房
新
社
、

一
九
八
七

星
野
慎

一

『俳
句

の
国
際
性
』
博
文
館
新
社
、

一
九
九
五

星
野
慎

一
・
小
磯
仁

『リ
ル
ケ
』
清
水
書
院
、
二
〇
〇

一

星
野
恒
彦

『俳
句
と
ハ
イ
ク
の
世
界
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二

松
尾
邦
之
助

「
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
移
入
さ
れ
た
日
本

の
俳
句
」
そ
の

一
-

一
〇
、
『雲
』
第
四
-
五
巻
、

一
九
五
六
-

五
七
、
雲
俳
句
社

馬
渕
明
子

『ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
』
ブ
リ
ユ
ッ
ケ
、

一
九
九
七
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ヘ
ル
マ
ン

・
マ
イ
ヤ
ー

『
リ
ル
ケ
と
造
形
芸
術
』
山
崎
義
彦
訳
、
昭
森
社
、

一
九
⊥登

宗
像
衣
子

『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
』
勤
草
圭
旦
房
、

一
九
九
九

拙
論

「ゴ
ン
ク
ー
ル
と
ロ
チ
」
、
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
』
京
都
市
立
芸
術
大
学
紀
要
、
三
三
号
、
二
〇
〇
三

『俳
句
と

ハ
イ
ク
』
日
本
文
体
論
学
会
編
、
花
押
社
、

一
九
六
四

『ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
入
門
』
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
学
会
編
、
思
文
閣
、
二
〇
〇
〇

幻
三
げ
臼
ま
巳

≧

8

°
貫

卜
蕊
§

窺
卜
、
こ
ミ

竃
ミ
塁

貯

§

§

唱
O
目
o
°。ゴ
ミ

o
す

『

ω
旨

眉

・゚ρ
6

0
P

ラ

ザ

フ

ォ

ー

ド

・
オ

ー

ル

コ

ッ
ク

『
日
本

の
美

術
と
工
藝
』
小
学
館
ス
ク

ェ
ア
、
二
〇
〇
三

戸
目

ゆ
ξ
旦

§

誌

q

(プ

ラ

イ

ス

『
俳

句

』
)

1

～

4

、
北

星
堂

書

店

、

一
九

四

九

～

一
九

五

二

U
H
°0
8

お
o
°。
bd
o
目

o
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