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Jレ

ケ

と

俳

譜

塚

越

敏

一
九
二

O
年
九
月
「
エ
ヌ
・
エ
ル
・
エ
フ
」
誌
は
「
ハ
イ
カ
イ
」
特
集
号
を
出
し
て
、
十
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
イ
カ
イ
詩
人
た
ち
の
俳

譜
を
紹
介
し
た
。
こ
の
特
集
号
は
、

「
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
イ
カ
イ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
目
ざ
し
て
の
企
画
で
あ
り
、
そ
の
序
文
で
ジ
ャ
ン
・

ポ
l
ラ
ン
は
、

フ
ラ
ン
ス
・
ハ
イ
カ
イ
が
や
が
て
は
勝
れ
た
作
品
を
う
み
だ
す
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、

マ
ド
リ
ガ
ル
や
ソ
ネ
と
同
等

ハ
1

）

日
本
の
俳
譜
の
フ
ラ
ン
ス
輸
入
に
力
の
あ
っ
た
の
は
ポ
l
ル
’
ル
イ
・
ク

I
シ
ュ
l
で
、

彼
は
一
九

O
六
年
四
月
に

「
レ
・
レ
ッ
ト
ル
」

-217ー

の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。

誌
に
『
日
本
の
叙
情
的
エ
ピ
グ
ラ
ム
』
と
い
う
一
文
を
発
表
し
て
、
俳
譜
を
紹
介
し
た
。
次
い
で
こ
の
一
文
は
、

一
九
一
六
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
ア
ジ
ア
の
賢
人
と
詩
人
』
の
第
一
章
と
な
っ
た
。
む
ろ
ん
ク

i
シ
ュ

l
も
紹
介
し
た
俳
譜
の
影
響
に
期
待
を
か
け
て
い
た
。
そ
の
効
果

は
わ
ず
か
に
あ
っ
た
。
三
行
無
韻
詩
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
イ
カ
イ
の
新
詩
形
が
、
シ
ュ

l
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
ポ
i
ル
・
エ
リ
ュ
ア
i
ル
の

オ
l
ト
マ
テ
イ
ス
ム

自
動
筆
記
法
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
り
、
彼
は
数
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
イ
カ
イ
を
発
表
し
た
。
彼
は
「
エ
ヌ
・
エ
ル
・
エ
フ
」
特
集
号
に

も
「
こ
こ
に
生
き
る
た
め
に
」
と
い
う
表
題
の
も
と
で
十
一
篇
の
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
イ
カ
イ
を
寄
せ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
・
ハ
イ
カ
イ
の
問
題

点
は
、
論
理
を
越
え
て
、
時
間
の
流
れ
の
途
絶
え
た
一
瞬
に
、
無
意
的
に
造
型
す
る
こ
と
で
、
こ
の
特
集
号
の
序
文
に
載
っ
た

B
・
H
チ
ェ

ハ
2
〉

ン
パ
レ
ン
に
よ
る
と
、
俳
譜
と
は
「
ち
ょ
っ
と
開
け
た
天
窓
」
、
「
も
ら
す
ま
え
に
妨
げ
ら
れ
た
溜
息
」
、
「
説
明
の
な
い
詩
」
と
定
義
づ
け
ら



れ
た
。
要
す
る
に
俳
譜
と
は
、
「
一
瞬
の
感
動
」
、

「
突
然
の
感
覚
」
、
「
即
座
の
直
感
」
に
よ
る
も
の
で
、
時
間
の
流
れ
、
意
識
の
流
れ
が
一

瞬
た
ち
切
ら
れ
た
瞬
間
に
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
の
表
現
で
あ
り
、
ク
l
シ
ュ

l
は
「
短
い
驚
き
、
こ
れ
こ
そ
ハ
イ
カ
イ
の
定
義
そ
の
も
の

（

3
）
 

だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
特
集
号
に
は
グ
l
シ
ュ

l
の
翻
訳
し
た
日
本
の
俳
譜
が
三
句
紹
介
さ
れ
、
そ
の
最
後
の
句
「
咲
く
か
ら

に
見
る
か
ら
に
花
の
散
る
か
ら
に
」
（
鬼
貫
）
に
は
、

ポ
l
ラ
ン
の
「
仮
象
の
消
去
」

2

．2
2
－05
8斤
巳

gmw宅
R
8
8
m）
と
い
う
簡
潔
な

説
明
請
が
付
さ
れ
て
い
る
。

リ
ル
ケ
は
こ
の
特
集
号
を
手
に
入
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
簡
潔
な
紹
介
で
、

い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
俳
譜
を
理
解
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
？

し
か
し
、
も
と
も
と
説
明
的
な
叙
情
を
拒
否
し
て
い
た
詩
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
は
俳
譜
の
な
か
に
詩
人
の
感
覚
す
る
も
の
を
読
み
と
る
こ

と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
わ
ず
か
な
言
葉
で
す
べ
て
が
一
一
一
一
口
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
リ
ル
ケ
は
、
初
め

て
知
っ
た
こ
の
俳
譜
を
、

ち
ょ
う
ど
日
本
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
グ
デ
ィ
・
ネ
ル
ケ
夫
人
宛
て
の
手
紙
（
一
九
二

O
年
九
月
四
日
）

に
宝
日

-218ー

き
、
こ
う
伝
え
て
い
る
、
｜
｜
「
短
い
日
本
の
三
行
詩
を
ご
存
知
で
す
か
、

ハ
イ
カ
イ
と
い
う
の
で
す
？

そ
の
翻
訳
が
ち
ょ
う
ど
「
エ
ヌ

・
エ
ル
・
エ
フ
」
に
載
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
短
い
な
が
ら
も
一
一
一
一
口
い
難
い
ほ
ど
熟
し
た
純
粋
な
造
型
で
す
。
た
と
え
ば
、

『
咲
く
か
ら
に
見
る

か
ら
に
花
の
散
る
か
ら
に
』
（
た
だ
こ
れ
だ
け
で
す
／

フ
ィ
l
・
ジ
ョ
ー
ク
へ
の
手
紙
（
一
九
二
五
年
一

一
月
二
六
日
）

心
地
よ
い
も
の
で
す
）
」
。
リ
ル
ケ
は
こ
の
俳
譜
を
、
後
に
ス
イ
ス
の
女
流
画
家
ゾ

（

4
）
 

「
心
地
よ
く
無
限
へ
と
向
か
っ
て
聞
か
れ
て
い
ま
す
」

に
も
書
き
つ
け
、

と
付
け
た
し
た
。
こ
れ
は
ポ
l
ラ
ン
の
「
仮
象
の
消
去
」
と
お
な
じ
で
、

い
ま
こ
こ
に
咲
い
た
花
が
、
人
間
の
見
る
に
か
か
わ
り
な
く
、
無

限
へ
と
消
え
去
っ
て
い
く
と
い
う
自
然
の
純
粋
な
生
起
の
説
明
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
可
視
的
な
も
の
」
か
ら
「
不
可
視
的
な
も
の
」

~ 

の

変
身
の
可
能
に
ま
で
及
ん
で
い
る
説
明
で
あ
る
。

一
九
二

O
年
一

O
月
二
九
日
、

リ
ル
ケ
は
パ
リ
で
グ
l
シ
ュ

l
の
『
ア
ジ
ア
の
賢
人
と
詩
人
』
を
子
に
入
れ
た
。
む
ろ
ん
リ
ル
ケ
は
こ
の



書
を
読
ん
で
、
こ
の
俳
諸
に
一
重
の
傍
線
を
ひ
い
た
（
ω
H
dメ
司
・
口
ω）
。
だ
が
こ
の
箇
所
で
ク
l
シ
ュ
i
は
、

つ
ま
り
厭
世
的
な
無
常
観
が
瞬
間
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
お
そ
ら

現
実
の
絶
え
間
な
い
流
れ

と
、
こ
の
世
に
対
す
る
宗
教
的
な
幻
滅
と
が
、

く
リ
ル
ケ
は
、
ポ
l
ラ
ン
の
と
は
違
っ
た
説
明
を
知
っ
て
戸
惑
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
芭
蕉
と
お
な
じ
く
、
作
為
を
排
し
て
実
相
を
凝
視
し
た

ハ
5
〉

鬼
貫
は
、
万
物
流
転
の
無
常
観
を
詠
む
に
し
て
も
、
ク

l
シ
ュ

l
の
説
明
す
る
よ
う
な
仏
教
的
・
厭
世
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
ま
た
当
時
の
リ
ル
ケ
自
身
は
、
厭
世
的
な
立
場
を
否
定
し
て
、
生
を
肯
定
す
る
直
前
に
あ
り
、
無
常
の
は
か
な
さ
を

歌
う
に
し
て
も
、
す
で
に
流
転
す
る
万
物
を
「
聞
か
れ
た
世
界
」

（門ぽ
ω
C
R
Oロmw）

で
即
物
的
に
、

東
洋
的
・
禅
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
俳
譜
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
の
み
、

リ
ル
ケ
に
と
っ
て
意
味
が
あ
っ
た
の
だ

D

と
に
か
く
リ
ル
ケ
は
グ

i
シ
ュ
l
の
翻
訳
紹
介
に
よ
っ
て
俳
譜
を
知
っ
た
。
だ
が
そ
の
俳
譜
が
ど
の
程
度
ま
で
正
確
に
紹
介
さ
れ
て
い
た

因
の
談
林
派
を
経
て
、
芭
蕉
の
蕉
門
派
に
至
り
、

や
が
て
蕪
村
の
俳
詣
再
興
の
時
期
ま
で
、
実
に
十
五
世
紀
よ
り
十
八
世
紀
ま
で
の
俳
人
四

n
H
d
 

か
、
は
な
は
だ
覚
束
無
い
。
翻
訳
紹
介
さ
れ
て
い
る
百
五
十
八
句
は
、
宗
鑑
、
守
武
な
ど
俳
譜
創
始
者
よ
り
、
貞
徳
の
貞
門
派
、
次
い
で
宗

十
一
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
蕪
村
の
五
十
七
旬
、
千
代
女
の
六
句
を
除
け
ば
、
芭
蕉
の
十
三
旬
、
蕉
門
（
嵐
雪
、
去
来
、
丈
草
、
其
角
、

許
六
）

の
二
十
一
旬
と
談
林
派
の
鬼
貫
の
六
旬
、

つ
ま
り
十
七
世
紀
に
で
き
た
芭
蕉
と
そ
の
一
派
の
句
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
四

世
紀
に
百
一
る
俳
譜
を
、
そ
の
変
遷
を
無
視
し
て
、

一
様
に
「
短
い
驚
き
」
と
定
義
づ
け
て
紹
介
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
っ
た
。
蕉
門
俳
譜

の
重
要
な
俳
論
事
項
の
一
切
は
無
視
さ
れ
て
い
た
。
も
し
グ
l
シ
ュ
！
の
紹
介
が
詳
細
に
亘
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

リ
ル
ケ
は
俳
譜
に

い
っ
そ
う
親
近
感
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
芭
蕉
の
俳
論
と
リ
ル
ケ
の
芸
術
論
と
は
、

ま
こ
と
に
一
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
だ
。
し
か
し
、

リ
ル
ケ
は
い
つ
も
中
間
の
介
入
を
認
め
な
い
か
ら
、
直
接
に
翻
訳
俳
譜
と
結
び
つ
き
、
そ
こ
か
ら
俳
論
を
汲
み
と
り
、

グ

ー
シ
ュ
ー
よ
り
も
い
っ
そ
う
深
い
俳
譜
理
解
を
得
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
グ

l
シ
ュ

l
は
、
守
武
の
一
句
「
落
花
枝
に



か
へ
る
と
思
え
ば
胡
蝶
か
な
」
を
引
用
し
、
こ
れ
を
俳
譜
の
定
義
「
短
い
驚
き
」
の
典
型
的
な
例
だ
と
し
て
、
こ
の
定
義
こ
そ
唯
一
不
可
欠

で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
リ
ル
ケ
も
こ
の
定
義
に
下
線
を
ひ
い
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
リ
ル
ケ
は
、
こ
の
驚
き
の
瞬
間
を
、
有
限
と
無
限
の

接
点
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
ク

I
シ
ュ
！
の
『
日
本
の
叙
情
的
エ
ピ
グ
ラ
ム
』
を
、

リ
ル
ケ
と
関
係
づ
け
な
が
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
翻
訳
俳

譜
は
百
五
十
八
旬
、
リ
ル
ケ
が
読
書
中
に
傍
線
を
ひ
い
た
も
の
は
三
十
旬
、
後
に
ゾ
フ
ィ
l
・
ジ
ョ
ー
ク
宛
て
の
手
紙
に
引
用
し
た
の
が
二

十
九
句
で
あ
る
。

ま
ず
グ

l
シ
ュ
！
は
、
俳
譜
の
描
く
対
象
（
動
物
、
植
物
、
風
景
、
風
俗
習
慣
）

に
応
じ
て
、
俳
譜
を
分
類
し
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い

る。

「
日
本
の
画
家
は
探
り
出
す
忍
耐
を
も
ち
、

単
純
化
す
る
眼
力
を
も
ち
、

生
命
を
与
え
る
知
力
を
も
っ
て
い
る
」

（

ω同
）
円
〉
H
U
・
日
∞
）

ハ
υヮ“

と
、
ク

l
シ
ュ

l
は
言
い
、
画
家
と
お
な
じ
よ
う
に
俳
人
も
単
純
な
一
筆
で
真
実
を
描
く
と
伝
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
リ
ル
ケ
は
、
こ
こ
か

ら
し
て
余
計
な
も
の
を
切
り
捨
て
、
単
純
化
へ
の
努
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
で
あ
ろ
う
。
リ
ル
ケ
に
し
て
み
れ
ば
、

一
切
の

人
間
的
な
係
わ
り
を
放
棄
し
て
の
、
純
粋
に
そ
れ
自
体
で
あ
る
こ
と
へ
の
、
事
物
の
要
求
と
受
け
取
れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
グ

l
シ
ュ

l
が、

日
本
人
は
仏
教
に
よ
っ
て
同
情
心

2

0

8
ロ
Z
B
O
E
含

司
5
3
5芯・

ω同出，
K

戸同）・
J
1
0

）
を
ま
な
び
、
俳
人

が
動
物
と
お
な
じ
境
遇
に
身
を
お
い
て
動
物
を
描
く
に
し
て
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
仏
教
的
同
情
心
か
ら
だ
（

ω司
巳
長
司
・

。ω）
と
説
明

す
る
と
き
、
も
は
や
リ
ル
ケ
に
は
承
服
で
き
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
リ
ル
ケ
も
対
象
を
対
象
の
内
部
か
ら
描
く
と
い
う
こ
と
を

主
張
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
事
物
存
在
を
狙
つ
て
の
、
形
而
上
的
芸
術
の
立
場
か
ら
の
主
張
で
あ
っ
て
、
む
ろ
ん
対
象
へ
の
人
間
的
関
心
は

一
切
否
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
グ
！
シ
ュ

i
は
俳
譜
を
、
仏
教
的
に
説
明
し
て
い
る
が
、

ま
た
と
き
に
は
禅
的
に
も
と
ら
え
て
説
明
し
て
い
る
。
日
本
人
か



ら
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
が
、
形
而
上
的
な
立
場
を
貫
い
て
い
た
リ
ル
ケ
に
し
て
み
れ
ば
、
禅
的
な
立
場
で
し
か
理
解
し
え
な

か
っ
た
ろ
う
。
例
え
ば
蕪
村
の
二
句
「
寂
と
し
て
客
の
絶
え
間
の
牡
丹
か
な
」
、
「
散
り
て
後
、

お
も
か
げ
に
立
つ
牡
丹
か
な
」
に
し
て
も
、

リ
ル
ケ
か
ら
す
れ
ば
、
前
者
で
は
、
事
物
存
在
の
無
関
心
性
が
、

シ

ヤ

ウ

エ

ン

ヴ

エ

l

ゼ
〉

も
な
お
直
観
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
本
質
存
在
が
読
ま
れ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

後
者
で
は
、

（
中
期
の
『
青
い
ろ
の
あ
じ
さ
い
』
と
同
様
）
消
え
去
っ
て

グ
l
シ
ュ
l
は
、
風
景
を
あ
ら
わ
す
俳
譜
を
選
び
出
す
直
前
で

「
こ
の
小
さ
な
三
筆
は
、
な
に
も
の
に
も
制
限
さ
れ
な
い
振
動
に
、

ほ

と
ん
ど
際
限
な
く
広
が
っ
て
い
く
振
動
に
似
て
い
る
」
（
ω司
円
〉
り
お
）
と
書
き
つ
け
た
。
読
書
中
、

リ
ル
ケ
は
こ
の
言
葉
に
下
線
を
ひ
い

て
い
る
が
、

つ
ま
り
、
こ
の
言
葉
で
、

リ
ル
ケ
は
俳
譜
を
宇
宙
的
な
広
が
り
を
も
っ
芸
術
事
物
と
み
な
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ク
l

シ
ュ

l
は
、
そ
う
し
た
俳
人
を
創
造
す
る
こ
と
に
つ
い
て

「
俳
譜
は
ま
さ
に
エ
ス
プ
リ
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
。

つ
ま
り
俳
譜
は
事
物
に
つ

ワ白っ“

い
て
の
反
省
を
さ
せ
な
い
か
ら
だ
。
俳
請
は
事
物
を
見
る
。
そ
し
て
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
常
に
非
凡
な
目
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら

れ
た
そ
れ
で
あ
る
」
（
∞
司
円
〉
司
・

8
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
リ
ル
ケ
の
形
而
上
的
美
学
の
創
造
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

エ
そ

1
シ

ヨ

ン

サ

ン

チ

マ

ン

だ
が
そ
の
創
造
に
あ
た
っ
て
、
俳
人
が
そ
の
と
き
の
「
感
動
」
を
、
「
感
情
」
を
俳
諸
に
表
わ
し
て
し
ま
い
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
俳

譜
は
ひ
と
つ
の
気
分
で
あ
る
」
（
ロ
ロ
企
巳
円
m
w
B
0
・

印刷）（－
w

〉
H
V

・
∞
同
）
と
、

ク
l
シ
ュ

l
が
言
う
と
き
、

リ
ル
ケ
は
も
は
や
同
調
で
き
な

か
っ
た
ろ
う
〔
も
っ
と
も
グ
l
シ
ュ

l
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
で

が〕。

い
ま
こ
こ
で
、

同
調
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
、

と
断
言
で
き
る
の
も
、
こ
の
ク
l
シ
ュ
！
の
言
葉
が
、

（ω司門日長岡）・
H
ω
N
）
こ
の
「
感
動
」
を
創
造
の
契
機
だ
と
も
言
っ
て
い
る

リ
ル
ケ
の
『
鎮
魂
歌
』
の
な
か

で
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
芸
術
家
へ
の
戒
め

（
感
情
投
入
へ
の
戒
め
）

に
逆
ら
う
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
ク

l
シ
ュ

l
は
、
四
世
紀
に
亘
る
俳
譜
を
一
括
し
て
主
題
別
に
分
類
し
た
だ
け
で
、
す
べ
て
を
同
時
に
、
同
列
に
並
べ
て
説

明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
無
理
が
あ
っ
た
の
だ
。

お
そ
ら
く
リ
ル
ケ
も
、

し
ば
し
ば
戸
惑
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
し
ク
i
シ
ュ

l
が、



旅
の
無
常
を
栖
と
し
た
芭
蕉
と
蕉
門
一
派
の
俳
譜
と
俳
論
の
み
を
紹
介
し
た
な
ら
ば
、

お
そ
ら
く
リ
ル
ケ
は
芭
蕉
を
世
界
最
高
の
詩
人
と
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ク

l
シ
ュ

l
は
、
最
後
に
、

ほ
ん
の
数
行
で
芭
蕉
の
紹
介
を
し
て
い
る
、
｜
｜
芭
蕉
が
若
く
し
て
発
心
し
、
高
野
山
で
修
業
を
し
た
こ

と
、
江
戸
に
出
て
か
ら
は
師
匠
に
つ
い
て
俳
譜
を
ま
な
び
、
民
衆
文
芸
で
あ
る
俳
譜
の
中
心
的
人
物
と
な
っ
た
こ
と
、
三
十
八
歳
で
禅
門
に

帰
依
し
、
禅
道
に
通
じ
た
こ
と
、

か
く
し
て
俳
譜
は
、
こ
の
芭
蕉
に
よ
っ
て
、
芸
術
の
極
致
に
達
し
た
こ
と
を
。
残
念
な
が
ら
、

ク

l
シ
ュ

ー
は
、
芭
蕉
の
旅
の
意
味
や

（
俳
論
と
な
っ
た
）
言
葉
、
そ
れ
に
ま
た
著
述
な
ど
に
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
芭
蕉
が

い
か
に
勝
れ
た
俳
人
で
あ
っ
た
か
、

リ
ル
ケ
に
は
わ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
禅
に
関
し
て
も
、
ー
ー
す
で
に
カ
イ
ザ
l
リ
ン
グ
の

つ臼ワ臼

『
一
哲
学
者
の
旅
日
記
』
や
岡
倉
天
心
の
『
茶
の
本
』
で
、

わ
ず
か
に
禅
に
触
れ
て
い
た
と
は
い
え
｜
｜
グ
l
シ
ュ
l
が
、
禅
と
は
「
純
粋

な
黙
想
」
（

ω司
己
反
司
・

H
H
U
）
で
あ
る
と
言
っ
た
だ
け
で
は
、
蕉
風
俳
譜
の
一
畏
打
ち
と
な
っ
た
禅
の
怠
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
ろ
う
。
芭
蕉
俳
譜
の
芸
術
が
禅
に
根
ざ
し
た
形
而
上
的
芸
術
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
お
い
っ
そ
う
グ
！
シ
ュ

i
の
説
明
不
足
が
惜

（

7
）
 

し
ま
れ
る
。
む
ろ
ん
リ
ル
ケ
は
、
自
分
の
芸
術
論
が
い
か
に
芭
蕉
の
俳
論
に
近
似
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
い
ま
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
の
近
似
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

に
接
近
し
て
い
た
か
を
、
そ
し
て
ま
た

ハ
8
〉

ク

l
シ
ュ

l
の
説
明
を
乗
り
越
え
て
、
蕉
風
俳
譜
を
会
得
し
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

リ
ル
ケ
が
西
洋
に
あ
り
な
が
ら
、

い
か
に
東
洋
（
禅
）

リ
ル
ケ
も
芭
蕉
も
旅
を
し
た
。
リ
ル
ケ
の
実
際
の
旅
に
は
他
に
目
的
が
あ
っ
た
。
芭
蕉
の
旅
は

（
名
所
旧
蹟
を
訪
ね
る
旅
だ
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て

い
る
が
）
旅
自
体
が
旅
の
目
的
で
あ
っ
た
。
百
蕉
が
深
川
移
転
に
よ
っ
て
世
俗
と
の
な
れ
あ
い
を
拒
否
し
た
と
き
に
、
芭
蕉
の
旅
は
始
ま

る
。
事
実
、
芭
蕉
は
行
倒
れ
て
野
ざ
ら
し
の
ま
ま
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
に
出
る
、
｜
｜
「
野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の



し
む
身
か
な
」
。
守
ら
れ
て
い
な
い
旅
、
現
実
の
意
味
や
価
値
を
放
棄
し
て
の
旅
、
い
わ
ば
実
存
行
為
と
し
て
の
旅
で
あ
る
。
や
が
て
自
分

ρ

イ
マ

l
ト
ロ
！
ザ
ー

の
家
さ
え
他
人
に
譲
っ
て
東
北
の
旅
に
出
る
。
故
郷
な
き
者
の
旅
で
あ
る
。
旅
を
栖
と
し
た
『
奥
の
細
道
』
の
旅
で
、
芭
蕉
は
自
然
に
ふ
れ

る
。
芭
蕉
は
、
旅
に
出
る
ま
え
に
、
禅
を
、
そ
し
て
荘
子
の
世
界
を
知
っ
た
。

つ
ま
り
、
現
実
の
一
切
は
、

不
可
視
の
絶
対
の
実
在
界
か
ら

こ
の
現
実
界
に
現
わ
れ
た
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
現
象
を
実
在
界
に
戻
し
て
、
と
ら
え
な
お
す
こ
と
で
、
現
象
そ
の
も
の
の
実

相
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
実
相
を
俳
譜
に
詠
む
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
芭
蕉
の
課
題
と
な
っ
た
。
だ
が
こ
の
実
相
に
ふ
れ

る
に
は
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
現
実
の
一
切
を
放
下
す
る
た
め
の
実
存
の
旅
が
必
要
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
積
極
的
に
旅
に
出
る
。

「
空
定
め
な

き
け
し
き
、
身
は
風
葉
の
行
末
な
き
心
地
し
て
」
、

だ
が
芭
蕉
は
「
旅
人
と
我
名
よ
ば
れ
ん
初
し
ぐ
れ
」
と
詠
む
こ
と
が
で
き
、
こ
の
旅
で

「
造
化
随
順
」
の
域
に
達
し
、

い
ま
や
芭
蕉
に
と
っ
て
、
旅
は
そ
の
ま
ま
エ
グ
リ
チ
ュ
l
ル
と
な
っ
た
。

リ
ル
ケ
の
も
う
一
つ
の
旅
、
彼
が
一
生
繰
り
返
し
て
い
た
旅
、

そ
れ
は
『
新
詩
集
』
や
『
マ
ル
テ
の
子
記
』

（
巻
末
）

の
な
か
の
家
出
し

っ“q’u
 

た
蕩
児
の
旅
で
、
身
を
危
険
に
曝
し
て
の
、
既
成
の
価
値
や
概
念
を
放
棄
し
て
の
実
存
の
旅
で
あ
っ
た
。

『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
主
人
公
も

家
出
人
だ
が
、
巻
末
の
蕩
児
は
旅
の
最
後
で
事
物
の
実
相
に
出
会
っ
て
い
る
。
今
度
は
こ
の
実
相
と
の
出
会
い
を
現
実
で
可
能
な
ら
し
め
る

た
め
に
蕩
児
は
帰
宅
す
る
。
だ
が
帰
宅
し
て
、

そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
た
ろ
う
か
？

l
l’
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
は
こ
こ
で
終
り
、

主
人
公
は

姿
を
消
し
て
い
る
。
今
度
は
、
主
人
公
が
、

（

9
）
 

を
果
た
し
た
の
は
、
俳
譜
と
接
触
し
た
後
の
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
へ
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
完
成
（
一
九
二
二
年
）

マ
ル
テ
な
ら
ぬ
リ
ル
ケ
が
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
課
題

の
時
点
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

う
し
て
リ
ル
ケ
も
芭
蕉
も
、

お
な
じ
実
存
の
旅
を
お
こ
な
い
、

か
く
て
両
者
は
世
界
の
実
相
を
形
而
上
的
に
詠
む
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
実
存
の
旅
を
経
て
、
芭
蕉
は
い
っ
そ
う
荘
子
の
形
而
上
学
を
理
解
し
た
し
、

ま
た
そ
れ
に
基
い
て
蕉
風
俳
譜
を
確
立
す
る
こ
と

も
で
き
た
。
百
蕉
の
理
解
し
た
荘
子
の
形
而
上
学
の
基
礎
は
「
斉
物
論
篇
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
為
の
相
対
（
対
立
・
差
別
）
ゆ
え
に
、



世
界
は
有
り
の
俸
に
み
ら
れ
な
い
と
い
う
。

い
ま
や
有
限
の
相
対
化
を
や
め
て
、
無
限
の
自
然
（
造
化
）

に
則
り
、
万
物
を
「
物
皆
自
得
」

の
状
態
で
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
相
対
か
ら
絶
対
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
孤
独
な
実
存

者
だ
が
、
相
対
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
、
生
と
死
と
の
対
立
が
消
え
、
生
と
死
を
万
物
流
転
と
い
う
全
体
の
な
か
で
肯
定
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
と
き
真
実
在
が
開
か
れ
、
時
間
的
に
は
、
現
在
の
瞬
間
が
永
遠
と
な
る
と
い
う
。
芭
蕉
は
こ
う
し
た
荘
子
の
形
而
上
学
を
背
景
に

生
き
、

か
つ
句
作
り
を
し
た
。

ハ
リ
に
出
た
孤
独
な
実
存
者
と
し
て
の
リ
ル
ケ
の
旅
は

『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
主
人
公
と
同
様
、
故
郷
な
き
者
の
旅
で
あ
っ
て
、
そ
の

旅
人
リ
ル
ケ
は
予
見
す
る
、
｜
｜
意
識
の
表
象
作
用
に
よ
る
相
対
の
現
実
を
否
定
し
て
、

そ
れ
自
体
自
己
完
結
的
な
絶
対
の
実
在
を
肯
定
で

き
れ
ば
、
価
値
や
概
念
で
で
き
て
い
る
現
実
は
意
味
を
失
い
、
事
物
は
即
自
体
（
物
皆
自
得
）
と
し
て
純
粋
に
存
在
す
る
の
だ
と
。
だ
が
そ

の
予
見
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、

リ
ル
ケ
も
現
実
に
お
い
て
実
存
行
為
の
旅
を
徹
底
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
生
き
方

-224ー

が
、
同
時
に
ま
た
彼
の
創
造
行
為
を
も
形
而
上
的
な
も
の
に
し
た
。

こ
う
し
た
リ
ル
ケ
や
芭
蕉
の
芸
術
創
造
は
、
当
然
の
こ
と
、
即
自
体
（
物
皆
自
得
）

と
し
て
の
自
然
（
造
化
）

を
範
例
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
リ
ル
ケ
は
ロ
ダ
ン
へ
の
手
紙
（
一
九

O
二
年
二
一
月
三

O
日）

で
、
自
分
の
新
し
い
「
詩
集
は
自
然
に
倣
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
お

り
、
そ
の
頃
の
手
紙
で
は
、
実
在
界
と
し
て
の
「
自
然
に
倣
う
」
自
分
の
生
き
方
と
芸
術
観
と
を
さ
か
ん
に
展
開
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
し

ク
ン
ス
ト
デ
イ
ン
グ

て
対
象
と
の
相
対
関
係
が
切
れ
た
瞬
間
に
、
自
然
に
倣
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
芸
術
事
物
と
し
て
の
詩
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。

芭
蕉
も
ま
た
お
な
じ
で
あ
っ
た
、
｜
｜
「
造
化
に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
。
見
る
処
花
に
あ
ら
ず
と
い
う
事
な
し
。
：
：
：
：
・
造
化
に

し
た
が
ひ
、
造
化
に
か
へ
れ
と
な
り
」
（
『
笈
の
小
文
』
）
。
見
る
も
の
す
べ
て
が
花
（
岳
実
H
わ
実
）
で
あ
る
俳
人
は
、
対
立
す
る
自
分
を
滅

却
し
て
、
自
然
に
従
い
、
自
然
に
帰
入
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
自
身
は
こ
の
こ
と
を
旅
を
と
お
し
て
確
め
、
そ
れ
が
彼
の
創
造
力



と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
彼
の
俳
譜
は
、

お
よ
そ
形
而
上
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

さ
て
、
芭
蕉
は
、

つ
ね
づ
ね
「
風
雅
の
誠
」
を
知
れ
と
言
い
つ
つ
、

い
ざ
創
造
の
瞬
間
と
な
る
と
、
対
象
と
一
体
と
な
る
こ
と

（
主
客
合

一
）
を
強
調
す
る
。

」
の
神
秘
的
な
合
一
が
自
分
を
感
動
さ
せ
、

そ
の
感
動
に
よ
っ
て
句
が
自
ず
と
生
ま
れ
る
と
い
う
、
｜
｜
「
『
松
の
こ

と
は
松
に
習
へ
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
習
へ
』
と
師
の
詞
の
あ
り
し
も
、
私
意
を
は
な
れ
よ
と
い
ふ
事
也
。
：
：
：
・
：
習
へ
と
い
ふ
は
、
物
に
入

り
て
そ
の
徴
の
顕
れ
て
情
感
ず
る
や
、
句
と
成
る
所
也
。

た
と
へ
、
も
の
あ
ら
は
に
い
ひ
出
て
も
、

そ
の
も
の
よ
り
自
然
に
出
ず
る
に
あ
ら

ざ
れ
ば
、
物
と
我
二
つ
に
成
り
て
、
そ
の
情
誠
に
不
レ
至
。

ぷ
つ
が
い
ち
に
よ

自
分
と
対
象
と
を
内
部
で
合
一
さ
せ
、
物
我
一
如
の
境
地
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
作
者
に
詩
的
感
動
が
溢
れ
で
て
、
そ
の
感

（

m〉

動
に
よ
っ
て
内
部
の
対
象
が
形
象
化
さ
れ
て
句
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
対
象
と
の
相
対
関
係
を
破
棄
し
て
、
内
部

ア
ナ
リ

I
ズ

ア

〉

チ

ユ

イ

シ

ヨ

ン

に
入
る
こ
と
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
形
而
上
学
入
門
』
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
分
析
で
は
な
く
、
直
観
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

シ

ヤ

ウ

エ

ン

リ
ル
ケ
に
よ
れ
ば
「
見
る
こ
と
を
学
ぶ
」
（
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
）
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
「
視
る
」
（
本
質
直
観
）
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
の
い
う
物

私
意
の
な
す
作
意
也
」
（
『
赤
そ
う
し
』
）
。
要
す
る
に
「
習
ヘ
」
と
い
う
の
は
、

ヮ“つ臼

我
一
如
は
可
能
と
な
る
。
だ
が
「
視
る
」
と
い
う
「
眼
の
仕
事
」
（
物
我
一
如
）
で
内
部
に
と
ら
え
ら
れ
た
対
象
は
、
今
度
は
作
者
の
内
部
に

ヴ
エ
ン
ド
ウ
ン
グ

溢
れ
で
る
詩
的
感
動
に
よ
っ
て
形
象
化
へ
と
愛
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
つ
心
の
仕
事
」
（
一
九
一
四
年
の
『
転
向
』
巧

g含
口
問
）
が

要
求
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
創
造
の
瞬
間
に
お
け
る
最
後
の
句
作
り
に
つ
い
て
、
芭
蕉
は
こ
う
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
、
－
1
l
「
師
の
い
は
く
、
『
乾
坤
の
変
は

た
ね

風
雅
の
種
也
』
と
い
へ
り
。

j

i
－
－
－
飛
花
落
葉
の
散
り
み
だ
る
る
も
、
そ
の
中
に
し
て
見
と
め
聞
き
と
め
ざ
れ
ば
、
を
さ
ま
る
と
、
そ
の
活

き
た
る
物
だ
に
消
え
て
跡
な
し
。

ま
た
句
作
り
に
師
の
詞
あ
り
。

『
物
の
見
え
た
る
光
、

い
ま
だ
心
に
消
え
ざ
る
中
に
い
ひ
と
む
べ
し
』
」

（
『
赤
そ
う
し
』
）
。

「
物
の
見
え
た
る
光
」
と
は
、

さ
き
の
「
物
の
徴
」
と
お
な
じ
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
実
在
の
相
（
即
自
的
な
物
皆



自
得
の
姿
）

で
あ
っ
て
、

日
常
的
な
時
間
・
空
間
意
識
の
裂
け
た
瞬
間
に
、
本
質
直
観
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
と
き

作
者
の
感
動
に
よ
る
形
象
化
が
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
次
に
は
形
象
化
に
よ
っ
て
「
い
ひ
と
め
る
」
言
葉
が
問
題
と
な
る
。
そ

し
て
こ
の
「
い
ひ
と
め
る
」
と
は
「
飛
花
落
葉
」
の
ご
と
き
無
常
な
る
現
実
の
対
象
を
、
実
在
界
の
秩
序
の
な
か
に
表
現
を
も
っ
て
定
着
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
芭
蕉
の
芸
術
は
、
現
実
界
に
み
ら
れ
る
単
な
る
美
的
（
私
意
的
）

な
も
の
で
は
な
く
、
自
ず
と
句
定
ま
る
形

而
上
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
リ
ル
ケ
も
ま
た
美
意
識
に
基
づ
く
西
洋
美
学
を
破
棄
し
て
、
芸
術
事
物
を
宇
宙
的
循
環
に
定
着
さ
せ
る
と
い
う

（ロ〉

形
而
上
的
美
学
を
設
定
し
た
。
こ
の
こ
と
が
い
つ
の
間
に
か
リ
ル
ケ
を
東
洋
の
形
而
上
的
附
界
へ
と
接
近
さ
せ
た
。

リ
ル
ケ
が
初
め
て
俳
諸
に
接
し
て
か
ら
五
年
後
、

一
九
二
五
年
一
一
月
二
六
日
に
、

リ
ル
ケ
は
ベ
ル
ン
在
住
の
女
流
画
家
ゾ
フ
ィ

1
・
ジ

円。

ヨ
ー
ク
に
手
紙
を
書
い
た
。
こ
の
手
紙
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
文
筆
家
ウ
ィ
ト
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
フ
l
レ
ヴ
ィ
チ
に
宛
て
た
手
紙
の
ほ
ぼ
二
週

間
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
宛
て
た
手
紙
は
、

リ
ル
ケ
が
最
後
に
到
達
し
た
位
界
観
を
解
明
し
た
も
の
で
、
「
可
視
的
な
も
の
」

（
現
実
の
対
象
）

を
内
部
の
「
不
可
視
的
な
も
の
に
変
え
る
こ
と
し
（
変
身
）
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る

（
む
ろ
ん
次
に
は
、
こ
の
「
可
視

的
な
も
の
」
を
芸
術
に
よ
っ
て
臨
在
せ
し
め
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
）
。
こ
の
こ
と
が
ジ
ョ
ー
ク
へ
の
手
紙
で
は
で
俳
譜
と
の
関
係
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

リ
ル
ケ
は
、
彼
女
の
数
枚
の
絵
を
ミ
ュ
ゾ
ッ
ト
の
館
の
部
屋
に
並
べ
、
そ
の
ま
え
で
芸
術
論
を
展
開
し
、
そ
れ
を
彼
女
に
書
き
送
っ
た
。

プ
レ
ザ
ン
ス

リ
ル
ケ
は
、
彼
女
の
絵
が
「
名
状
し
難
く
臨
在
」
し
て
い
る
と
い
う
。
む
ろ
ん
本
来
は
内
部
に
あ
り
な
が
ら
、
い
ま
外
部
の
こ
こ
に
臨
ん

で
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
絵
に
は
「
潜
在
的
に
約
束
さ
れ
た
内
容
」
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
リ
ル
ケ
が
こ
の
絵
の
な
か
に
み
た

ト

ラ

ン

ス

フ

イ

グ

ラ

シ

オ

ン

レ

ア

リ

ザ

シ

オ

ン

「
変
身
」
の
こ
と
で
、
こ
の
変
身
は
「
魂
が
絶
対
の
支
配
を
し
て
い
る
面
、
貧
相
で
、
わ
か
り
き
っ
た
現
実
化
な
ど
な
ん
の
役
も



演
じ
な
い
充
実
し
た
面
」
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

」
の
面
と
は
、

つ
ま
り
芸
術
事
物
が
実
在
す
る
内
部
空
間
で
あ
る
。

次
い
で
リ
ル
ケ
は
、

一
般
の
芸
術
に
ふ
れ
、

「
あ
ら
ゆ
る
絵
画
（
そ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
詩
も
）

は
、
現
実
の
空
間
を
模
倣
し
て
い
ま
す
。
こ

の
置
き
換
え
ら
れ
た
深
遠
な
内
在
的
空
間
を
創
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
：
：
・
：
：
」
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
。
彼
女
の
絵
は
、
こ
う
し
た
一

般
の
芸
術
と
は
ち
が
っ
て
、
想
像
上
の
事
物
を
「
現
実
の
空
間
か
ら
は
な
に
も
借
り
な
い
で
、
内
部
の
、
そ
れ
に
適
合
し
た
想
像
上
の
空
間

に
置
く
こ
と
で
す
が
、
十
五
世
紀
以
来
日
本
人
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
ご
く
小
さ
な
詩
的
統
一
体
『
ハ
イ
カ
イ
』
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ

せ
ま
す
。

『
短
い
驚
き
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
出
会
っ
た
人
を
い
つ
ま
で
も
引
き
留
め
る
こ
の
芸
術
を
、
ご
自
分
で
判
断
し
て

み
て
下
さ
い
。
」

ク
l
シ
ュ

l
の
『
ア
ジ
ア
の
賢
人
と
詩
人
』
か
ら
二
十
九
句
を
選
択
し
て
、
書
き
写
し
た
。

（日）

こ
れ
ら
の
俳
句
が
、
は
た
し
て
リ
ル
ケ
の
言
う
意
味
で
の
俳
句
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
日
本
人
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
疑
問
で
あ
る
が
、
仏

訳
さ
れ
た
俳
句
の
も
と
で
の
選
択
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
特
に
顧
慮
し
て
お
こ
う
。

こ
う
言
っ
て
リ
ル
ケ
は
、

さ
て
、

リ
ル
ケ
は
二
十
九
句
の
俳
句
を
引
用
し
て
か
ら
、

「
こ
れ
ら
の
ハ
イ
カ
イ
と
あ
な
た
の
作
品
と
の
あ
い
だ
に
は
、
姿
勢
の
う
え
で

円

dっ“

似
か
よ
っ
た
も
の
（
ロ
ロ
05ω
お
BEω
ロの
σ
己

〆

E
E己
0）
が
あ
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
問
い
か
け
る
。
こ
の
類
似
し
て
い
る
姿
勢

と
は
、
俳
譜
に
せ
よ
、
絵
画
に
せ
よ
、
そ
の
両
者
の
創
造
の
瞬
間
に
み
ら
れ
る
類
似
の
姿
勢
の
こ
と
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
さ
ら
に
こ
う
言
っ

て
い
る
、

l
l
t
「
そ
こ
で
は
、

ち
ぐ
は
ぐ
な
諸
要
素
が
、

グ
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
た
出
来
事
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
出
来
事
に
誘
発
さ

れ
た

（
芸
術
家
の
）
感
動
に
よ
っ
て
、
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
。
画
家
に
せ
よ
、
詩
人
に
せ
よ
、
芸
術
家
は
、
創
造
の
瞬
間
に
は
、

外
部
の
現
実
で
は
ち
ぐ
は
ぐ
の
諸
要
素
も
内
部
で
は
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
一
不
す
芸
術
事
物
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

（矛

盾
が
純
粋
・
絶
対
の
矛
盾
と
な
る
）
形
而
上
的
芸
術
に
関
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
芸
術
に
関
し
て
は
、
画
家
に
せ
よ
、
詩
人
に

せ
よ
、
創
造
の
瞬
間
に
類
似
の
姿
勢
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
リ
ル
ケ
の
こ
の
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
に
、
俳
譜
か
ら
好
個
の
一
例
を
ひ



む
く
げ

い
て
み
よ
う
。
常
識
の
裂
け
目
に
芭
蕉
の
垣
間
見
た
実
相
を
表
わ
し
て
い
る
俳
句
（
馬
上
吟
）
｜
｜
・
「
道
の
べ
の
木
樺
は
馬
は
く
は
れ
け

り」。

常
識
で
は
馬
の
食
べ
な
い
木
樺
を
馬
が
食
べ
た
こ
と
で
、
驚
く
瞬
間
に
こ
の
両
者
（
馬
と
木
樺
）
間
の
存
在
関
係
が
「
物
皆
自
得
」

の
内
部
の
調
和
の
う
ち
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
感
動
を
お
ぼ
え
、

そ
れ
が
句
に
形
象
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
リ
ル
ケ
は
、
こ

の
意
味
に
お
い
て
二
十
九
句
の
俳
句
を
選
択
し
て
送
り
、

ま
た
彼
女
の
絵
を
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
と
ら
え
、
類
似
の
姿
勢
に
つ
い
て
の
問

い
掛
け
で
、
こ
の
意
味
を
ジ
ョ
ー
ク
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

リ
ル
ケ
は
、

ジ
ョ
ー
ク
の
絵
が
す
べ
て
完
壁
な
芸
術
事
物
だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
ま
だ
現
実
の
残
り
浮
が
こ
び
り
つ
い
て
い
て
、

わ
ず

か
な
が
ら
可
視
の
世
界
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
う
言
っ
て
リ
ル
ケ
は
、
す
べ
て
を
非
現
実
の
内
部
に
移
す
こ
と
が
問
題
だ

と
し
て
、

リ
ル
ケ
後
期
の
芸
術
論
を
特
徴
づ
け
て
い
る
「
可
視
的
な
も
の
」
を
「
不
可
視
的
な
も
の
」
に
変
え
る
と
い
う
変
身
の
問
題
に
ふ

-228ー

れ
る
、
｜
｜
「
可
視
的
な
も
の
が
確
か
な
手
で
捉
え
ら
れ
、
熟
し
た
果
実
の
よ
う
に
摘
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
も
重
み
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と

い
う
の
も
、
置
か
れ
る
や
い
な
や
、
そ
れ
は
不
可
視
的
な
も
の
を
意
味
す
る
よ
う
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
ら
で
す
」
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
彼
女

の
作
品
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
可
視
的
な
対
象
が
、
芸
術
に
よ
っ
て
不
可
視
的
な
事
物
と
し
て
、
非
現
実
の
内
部
に
置

か
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
内
部
に
置
か
れ
た
不
可
視
的
な
事
物
こ
そ
、
内
部
で
と
ら
え
ら
れ
た
物
の
実
相
な
の
で
あ
っ
て
、

「
物
の
見
え
た
る

光
」
で
あ
る
。
可
視
的
な
対
象
と
は
、
外
部
の
現
実
に
現
わ
れ
た
仮
の
、

不
完
全
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
、
そ
れ
を
本
質
的
な
、
絶
対
的
な
も

の
と
し
て
内
部
に
返
し
た
と
き
、
そ
れ
は
「
物
の
見
え
た
る
光
」
と
な
る
、

つ
ま
り
不
可
視
的
な
事
物
で
あ
る
。
芭
蕉
が
、

「
物
の
見
え
た

る
光
」
を
言
い
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
俳
句
を
つ
く
っ
た
よ
う
に
、

リ
ル
ケ
は
こ
の
不
可
視
的
な
事
物
を
言
葉
で
一
一
一
口
い
と
め
、
絶
対
詩
と
し

て
臨
在
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
絶
対
詩
を
つ
く
る
こ
と
が
、

リ
ル
ケ
の
い
わ
ゆ
る
詩
人
の
急
務
で
あ
っ
た
。

リ
ル
ケ
は
ジ
ョ
ー
ク
へ
の
手
紙
に
書
い
た
、
－
l
「
な
ん
す
と
べ
て
の
事
物
が
移
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
／

な
ん
と
事
物
が
わ
た
し



た
ち
の
内
部
に
逃
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
ー
ー
な
ん
と
、
外
部
の
重
み
を
取
り
除
か
れ
て
、

わ
た
し
た
ち
が
深
く
き
わ
め
る
た
め
に
わ

た
し
た
ち
の
内
部
に
閉
じ
こ
め
て
い
る
彼
方
の
世
界
で
匙
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
！
」

い
う
ま
で
も
な
く
、
可
視
的
な

対
象
が
、
内
部
で
不
可
視
的
な
事
物
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
れ
と
お
な
じ
こ
と
を
リ
ル
ケ
は
、

か
り
そ
め

た
、
ー
ー
ー
「
わ
た
し
た
ち
と
分
か
ち
あ
っ
て
い
る
仮
初
の
性
質
ゆ
え
に
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ら
の
現
象
や
事
物
を
、

フ

l
レ
ヴ
ィ
チ
に
宛
て
こ
う
書
い
て
い

心
を
こ
め
て
理
解

し
、
変
身
さ
せ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
変
身
？

そ
う
で
す
、
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
仮
初
の
、
果
敢
な
い
大
地
を
耐
え
忍
び
な

が
ら
情
熱
的
に
わ
た
し
た
ち
の
内
部
に
刻
印
す
る
こ
と
が
、

そ
し
て
そ
の
本
質
が
わ
た
し
た
ち
の
内
部
で
『
不
可
視
に
』
復
活
す
る
ほ
ど
も

刻
印
す
る
こ
と
が
、

わ
た
し
た
ち
の
使
命
だ
か
ら
で
す
」
（
一
九
二
五
年
一
一
月
二
二
日
）

リ
ル
ケ
は
、
こ
の
よ
う
に
「
不
可
視
に
」
復
活

さ
せ
、
変
身
さ
せ
る
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
に
委
託
さ
れ
た
使
命
だ
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
ジ
ョ
ー
ク
に
も
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た

ハコ9u
 

n
L
 

委
託
を
受
け
て
も
、
ど
う
や
っ
て
詩
人
（
俳
人
）
が
そ
の
委
託
を
果
た
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
外
部
の
現
実
を
表
現
し
て
い
る
言
葉
で
は
、
内

部
の
絶
対
の
事
物
を
表
現
で
き
な
い
か
ら
だ
。

リ
ル
ケ
も
内
部
の
事
象
を
表
現
す
る
言
葉
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
服
部
土
芳
は
、
こ
の
こ
と

こ

の

な

ん

な

に

は

こ

の

こ

め

を
『
赤
そ
う
し
』
で
伝
え
て
い
る
、
ー
i
「
『
此
秋
は
何
で
と
し
よ
る
雲
に
烏
』
こ
の
旬
、
難
波
に
て
の
句
也
。
此
日
、
朝
よ
り
心
に
龍
て
．

し

も

す

ん

ず

ん

は

ら

わ

た

下
の
五
文
字
に
寸
々
の
腸
を
さ
か
れ
し
と
也
、

芭
蕉
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

芭
蕉
は
こ
の
下
の
五
文
字
（
雲
の
彼
方
に
姿
を
消
す
鳥
）

で
、
淋
し
く
孤
愁
に
泣
く
と

こ
ろ
を
救
っ
て
、
無
常
を
純
粋
な
内
部
の
事
象
と
し
て
い
る
。
芭
蕉
も
こ
の
下
の
五
文
字
「
雲
に
鳥
」
の
発
見
に
断
腸
の
思
い
を
し
た
ほ
ど

言
葉
の
発
見
に
苦
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
上
の
五
文
字
、
中
の
七
文
字
だ
け
で
は
、

ま
だ
可
視
的
な
世
界
の
言
葉
で
可
視
的
な
も
の
を
表

わ
し
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。

い
ま
下
の
五
文
字
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
句
全
体
は
内
部
の
事
象
を
表
現
す
る
も
の
に
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
。
む
ろ
ん
こ
の
下
の
五
文
字
は
、
可
視
的
な
世
界
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
が
、

不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
う
し
た
言
葉
で
あ
り
な
が
ら



句
全
体
は
、

不
意
に
内
部
の
事
象
を
表
わ
す
句
と
な
り
、
内
部
で
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
み
て
く
る
と
、
い
ま
は
可
視
的
な
世
界
を
表

ア

ブ

サ

ン

ス

プ

レ

ザ

ン

ス

わ
す
言
葉
も
、
不
可
視
の
世
界
を
、
不
在
の
世
界
を
臨
在
せ
し
め
る
言
葉
と
な
っ
た
の
だ
。
い
や
、
そ
う
な
る
べ
く
芭
蕉
が
下
の
五
文
字

を
発
見
し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

ヲ
ン
ガ
l
ジ
斗

こ
う
し
た
こ
と
を
リ
ル
ケ
は
ジ
ョ
ー
ク
へ
の
手
紙
の
末
尾
に
こ
う
書
い
た
、
｜
｜
「
不
可
視
の
世
界
の
一
マ
一
口
話
を
、
不
在
の
世
界
の
言
語

を
、
可
視
的
な
も
の
で
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
可
祝
の
枇
界
を
救
え
る
で
し
ょ
う
か
？

ユ

エ

ヲ

ン

グ

シ

ャ

ン

テ

ラ

ン

グ

パ

ル

レ

ど
と
は
思
わ
ず
に
、
回
黙
っ
た
ま
ま
の
言
語
を
狂
お
し
く
歌
う
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
の
言
語
を
語
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
？
」

そ
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
な

そ
し
て
リ
ル
ケ
自
身
も
、
創
造
の
と
き
、

「
狂
お
し
く
歌
う
」
瞬
間
に
、

「
物
の
見
え
た
る
光
、

い
ま
だ
心
に
消
え
ざ
る
中
に
い
ひ
と
」
め

た
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ク
に
手
紙
を
書
い
た
翌
年
、

一
九
二
六
年
六
月
二
六
日
頃
、

リ
ル
ケ
は
ジ
ョ
ー
ク
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
詩
を
捧
げ
た
、
ー
ー

ハ
υ

そ
れ
は

わ
た
し
た
ち
の
極
度
に
つ
ら
い
仕
事
、

文
字
を
見
つ
け
る
こ
と
だ
、
ー
ー

一
仮
に
逆
ら
う
文
字
を
、

航
海
士
の
美
し
い
か
ず
か
ず
の
別
離
を
ば

ま
さ
に
そ
の
純
粋
な
光
の
な
か
で

わ
た
し
た
ち
に
描
き
な
お
し
て
く
れ
る
文
字
を
。



こ
の
文
字
こ
そ
、
芭
蕉
が
、
旅
の
裂
け
目
で
知
っ
た
「
物
の
見
え
た
る
光
を
い
ひ
と
め
る
」
た
め
に
も
と
め
た
文
字
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
、
芭
蕉
が
先
の
下
の
五
文
字
に
苦
し
ん
だ
よ
う
に
、

リ
ル
ケ
も
（
ジ
ョ
ー
ク
に
捧
げ
た
詩
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
）
形
市
上
的
な
芸
術
を

あ
ら
し
め
る
た
め
の
言
葉
を
見
出
す
辛
さ
を
知
っ
て
い
た
の
だ
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
す
で
に
リ
ル
ケ
に
は
、
俳
譜
を
、

と
く
に
蕉
風
俳
譜
を
迎
え
入
れ
る
だ
け
の
準
備
は
十
分
に
で
き
て
い
た
の
だ
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

し
ば
し
ば
、

リ
ル
ケ
は
俳
譜
の
影
響
を
受
け
て
こ
れ
こ
れ
の
詩
を
作
っ
た
と
か
、
こ
れ
は
明
か
に
俳
譜
の
影
響
だ
、

な
ぞ
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
影
響
の
問
題
は
そ
う
軽
々
に
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
リ
ル
ケ
の
詩
と
俳
譜
、

と
く
に
蕉
風
俳
譜
は
、

い
ず
れ
も
形
而
上

的
に
自
ら
の
術
芸
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
姿
勢
の
点
で
も
と
も
と
両
者
軌
を
一
に
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ

う
私
が
こ
の
テ
l
マ

『
リ
ル
ケ
と
俳
譜
』
で
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
影
響
の
問
題
で
は
な
く
、

西
洋
の
形
而
上
的
芸
術
が
、

い
か
に
東
洋
的

ワム“

（
禅
的
）
美
学
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
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5 

無
常
観
と
は
有
限
・
相
対
で
あ
る
こ
と
を
説
く
世
界
観
だ
が
、
芭
蕉
は
あ
え
て
無
常
に
な
り
切
り
、
捨
身
無
常
に
よ
っ
て
不
滅
性
を
知
っ
た
。
個

の
有
限
に
死
に
、
全
の
無
限
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
、
無
常
観
は
厭
世
的
で
な
く
な
り
、
肯
定
的
・
積
極
的
と
な
る
。

問。
AZ
－O
B
E吋
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5
F
O
Z
E
E－

s
g・＼
HN2巳
0

5

2

H

君
。
足
。
E同

J
1
0
口
問
巳

n
w
B
E
F・
5
0∞・

ク
l
シ
ュ

l
は
医
者
と
し
て
日
本
に
来
た
の
で
あ
っ
て
、
日
本
文
学
の
研
究
者
で
な
い
か
ら
、
責
め
ら
れ
な
い
。

（ク

i
シ
ュ

l
の
紹
介
に
よ
る
俳
句
に
関
し
て
の
こ
と
だ
が
）
国
文
学
者
が
仏
教
的
無
常
観
か
ら
解
釈
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
俳
句
も
、
リ
ル

ケ
が
禅
的
に
解
釈
し
て
も
や
む
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

荘
子
の
「
斉
物
論
篇
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
生
と
死
も
対
立
で
な
く
、
一
つ
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
が
、
こ
の
課
題
を
果
た
し
た

こ
と
に
な
る
。

「
句
作
り
に
な
る
と
、
す
る
と
あ
り
。
内
を
つ
ね
に
勤
て
物
に
応
ず
れ
ば
、
そ
の
心
の
い
ろ
句
と
な
る
。
内
を
つ
ね
勤
ざ
る
も
の
は
、
な
ら
ざ
る

故
に
私
意
に
か
け
て
す
る
也
」
（
『
赤
そ
う
し
』
）

芭
蕉
の
い
う
「
情
感
ず
る
や
、
句
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
東
洋
の
形
而
上
的
美
学
の
範
囲
内
の
こ
と
で
、
西
洋
美
学
の
感
情

移
入
の
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
リ
ル
ケ
が
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
従
っ
て
生
と
死
を
対
立
さ
せ
ず
、
一
つ
の
も
の
と
悟
り
え
た
と
い
う
こ
と
が
。

選
ば
れ
た
二
十
九
句
は
、
蕪
村
印
、
鬼
貫
3
、
千
代
女
3
、
去
来
2
、
季
吟
、
芥
境
、
許
六
、
其
角
、
宗
鑑
、
西
鶴
、
守
武
、
也
有
、
丈
草
、
乙

州
各
ー
で
あ
る
。

荘
子
の
「
則
陽
篇
」
に
は
、
い
か
に
言
葉
が
絶
対
の
真
理
を
伝
え
な
い
か
、
な
に
ひ
と
つ
を
も
真
実
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
言
葉
は
た

だ
相
対
・
有
限
を
語
る
だ
け
だ
、
と
二
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
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