
総
合
俳
句
論 ―

多
様
な
俳
句
へ
の
新
た
な
展
開
を
― 

 

第
一
章 

世
界
の
俳
句 

 

１ 

世
界
の
俳
句 

  

浮
世
絵
と
と
も
に
欧
米
に
伝
え
ら
れ
日
本
の
俳
句
は
、
一
世
紀
を
経
た
今
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
言
葉
で
作
ら
れ
、
日
本
語
の
俳
句
と
は
違
つ
た
独
白
の
道
を
着
実
に
歩
み
つ
づ
け

て
い
る
。
そ
の
事
情
の
一
端
を
伝
え
る
も
の
に
、
ア
メ
リ
カ
俳
句
協
会
の
招
き
で
ア
メ
リ
カ

を
訪
れ
た
山
本
健
吉
氏
の
報
告
が
あ
る
（
毎
日
新
聞
・
昭
和
五
三
・
一
〇
・
二
三
）
。
そ
の
な

か
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
俳
句
人
口
で
あ
る
。 

 

出
で
立
ち
の
前
に
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏
が
、 

「
日
本
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
方
が
、
俳
句
人
口
が
多
い
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
ね
」 

と
言
っ
た
。
い
た
ず
ら
っ
ぽ
い
微
笑
を
た
た
え
て
で
あ
る
。 

 

第
二
に
は
、
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
等
に
よ
る
イ
マ
ジ
ズ
ム
運
動
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。 

 

コ
ー
ル
氏
は
「
日
本
の
俳
句
の
ふ
た
つ
の
イ
メ
ー
ジ
の
併
置
は
す
ば
ら
し
い
」
と
言
っ

て
い
る
が
、
イ
マ
ジ
ズ
ム
の
運
動
以
来
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
イ
ク
詩
の
作
家
に
は
、
根
底
に

そ
の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
よ
う
だ
。 

 山
本
健
吉
氏
が
ア
メ
リ
カ
で
の
講
演
で
心
が
け
た
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ 

と
の
俳
句
交
流
に
お
け
る
山
本
健
吉
氏
の
姿
勢
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。 

 

私
は
日
本
に
お
い
て
、
俳
句
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
話
せ
ば
よ
い
の
で
、
ア
メ

リ
カ
で
作
ら
れ
る
俳
句
が
日
本
の
俳
句
の
特
性
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
べ
き
も
の
だ
と
は
、

思
っ
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
日
本
に
発
生
し
た
俳
句
と
い
う
短
い
詩
型
に
触
れ

て
、
そ
れ
が
彼
等
の
内
か
ら
衝
き
上
げ
て
く
る
モ
チ
ー
フ
に
、
あ
る
は
け
口
を
を
与
え
れ

ば
、
そ
れ
で
十
分
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
五
・
七
・
五
の
音
節
や
、
季
の
約
束
が
、
彼
等

の
ハ
イ
ク
詩
に
と
っ
て
、
余
計
な
こ
と
か
、
必
然
の
も
の
か
は
、
彼
等
が
み
ず
か
ら
判
断

す
れ
ぱ
よ
い
こ
と
で
、
私
は
一
こ
と
の
意
見
も
は
さ
ま
な
か
っ
た
。 

 

欧
米
の
俳
句
は
、
目
本
の
俳
句
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
独
自
の
発
辰
を
つ
づ
け
る
逗
命



を
た
ど
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

欧
米
に
伝
え
ら
れ
た
俳
句
の
一
世
紀
に
わ
た
る
成
果
の
一
つ
に
ア
メ
リ
カ
俳
句
協
会
会
長

コ
ー
ル
氏
の
編
集
に
よ
る
俳
句
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
（The H

aiku Anthology,A
nchor Books,

一
九
七
四
）
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
の
俳
句
詩
人
三
七
名
に
よ
る
英
語
俳
句
二
三
三

句
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
私
が
松
山
で
発
行
し
て
い
た
「
ハ
イ

ク
・
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
（
昭
和
四
三
年
九
月
創
刊)

に
取
り
上
げ
た
句
も
み
ら
れ
る
。 

こ
こ
に
代
表
句
を
二
つ
招
介
し
て
お
こ
う
。 

 
Lily: 

    
 

out of the w
ater…

. 
        

 
O

ut of itself.       N
icholaus Virgilio 

 

睡
蓮 

水
の
中
か
ら 

己
れ
か
ら                  

ニ
コ
ラ
ス
・
ヴ
ァ
ー
ジ
リ
オ 

 
Snow

 falling 
    

 
on the em

pty parking-lot: 
        

 
Christm

as Eve…
   Eric Am

ann 
 

雪
降
れ
る 

空
っ
ぽ
の
駐
車
場
の 

ク
リ
ス
マ
ス
前
夜 

 
 
 
 
 

エ
リ
ッ
ク
・
ア
マ
ン 

 

日
本
の
俳
句
は
、
ま
ち
が
い
な
く
世
界
文
学
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
ゲ

ー
テ
は
、
一
八
二
七
年
一
月
三
十
一
日
エ
ツ
カ
ー
マ
ン
に
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
国
民
文
学
は
、

い
ま
犬
し
た
こ
と
は
な
い
。
世
界
文
学
の
時
期
が
来
て
い
る
。
こ
の
時
期
を
は
や
め
る
た
め

に
、
だ
れ
も
が
、
い
ま
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
世
界
文
学
（W

eltliteratur

）
と

い
う
言
葉
は
、
ゲ
ー
テ
の
作
リ
だ
し
た
合
成
語
で
、
そ
れ
以
来
ド
イ
ツ
の
日
常
語
と
な
っ
た
。

東
方
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
抱
き
、
ア
メ
リ
カ
新
大
陸
に
人
類
の
未
来
の
夢
を
描
い
て
い
た

ゲ
ー
テ
は
、
偏
狭
な
愛
国
主
義
を
嫌
い
、
常
に
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
な
視
点
に
立
っ
て
世
界
文

学
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
作
品
は
、
偏
狭
な
地
方
主
義
に
堕
す
る
こ
と
な
く
、

世
界
の
舞
台
で
輝
く
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
魂
の
代
表
で
あ
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
ゲ
ー
テ
の
手

に
よ
っ
て
世
界
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
ド
イ
ツ
の
国
民
文
学
は
、
ゲ
ー
テ

に
よ
っ
て
世
界
文
学
の
高
み
に
登
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

海
外
の
俳
句
人
口
は
爆
発
的
に
膨
張
し
続
け
、
日
本
の
国
民
文
学
で
あ
る
俳
句
が
ゲ
ー
テ



の
い
う
世
界
文
学
へ
と
進
み
始
め
た
。
外
国
語
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
俳
旬
は
、.

フ
ラ
ン
ス
の
医

師
ポ
ー
ル
・
ル
イ
・
ク
ー
シ
ュ
ー
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
一
九
〇
六
年
に
来
日
し
た
ク
ー

シ
ュ
ー
は
、
日
本
の
俳
諧
を
フ
ラ
ン
ス
人
に
紹
介
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
フ
ラ
ン
ス
語
俳
諧
を

創
造
し
た
。
一
九
二
〇
年
は
、
フ
ラ
ン
ス
俳
諧
の
年
と
い
わ
れ
、
ド
イ
ツ
の
世
界
的
な
詩
人

リ
ル
ケ
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
俳
諧
や
ド
イ
ツ
語
俳
諧
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。 

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
俳
諧
の
盛
ん
で
あ
っ
た
一
九
二
〇
年

頃
に
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
人
の
影
讐
を
受
け
た
イ
マ
ジ
ス
ト
達
が
し
き
り
に
俳
諧
を
作
っ
て

い
た
。
イ
マ
ジ
ス
ト
の
組
織
者
で
あ
る
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
の
詩
は
、
日
本
の
俳
句
の
影
響

を
深
く
受
け
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
パ
ウ
ン
ド
は
、
メ
ト
ロ
の
詩
を
生

ん
だ
経
緯
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

三
年
前
の
一
九
一
一
年
、
私
は
パ
リ
の
ラ
・
コ
ン
コ
ル
ド
で
地
下
鉄
を
降
り
た
と
き
、

突
然
美
し
い
顔
を
見
た
。
そ
れ
か
ら
一
つ
ま
た
一
つ
と
…
…
そ
し
て
私
は
一
日
中
、
そ
れ

が
私
に
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
表
現
す
る
言
葉
を
見
つ
け
よ
う
と
し
た
…

…
す
る
と
、
そ
の
晩
突
然
、
私
は
そ
の
表
し
方
が
分
か
っ
た
。
言
葉
で
は
な
く
て
、
色
彩

の
小
さ
な
斑
点
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ

た
。
だ
が
も
し
も
、
パ
タ
ー
ン
と
い
う
言
葉
が
そ
の
中
に
何
か
反
復
の
あ
る
よ
う
な
も
の

を
意
味
す
る
な
れ
ば
、
パ
タ
ー
ン
と
も
い
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
つ
の
言
葉
で
あ

っ
た
。
私
に
と
っ
て
は
色
彩
の
あ
る
新
し
い
言
葉
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。 

日
本
人
は
…
…
こ
の
種
の
知
覚
の
美
を
理
解
し
て
い
た
。
日
本
人
は 

と
い
う
こ
と
が
発
展
さ
せ
た
の
だ
。 

  
The fallen blossom

 flies back to its branch: 
 

A butterfly. 
  

花
枝
に
か
へ
る
と
見
れ
ば
胡
蝶
か
な 

  

こ
れ
は
大
変
よ
く
知
ら
れ
た
発
句
で
あ
る
…
…
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
な
る
詩
は
、
重
置

法
の
形
式
、
い
う
な
れ
ば
一
つ
の
観
念
を
別
の
観
念
の
上
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ

れ
が
地
下
鉄
で
の
感
動
を
表
現
で
き
な
い
で
い
る
行
き
づ
ま
り
か
ら
抜
け
出
る
の
に
役
立
つ

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

 

私
は
三
十
行
か
ら
な
る
詩
を
書
い
た
が
、
そ
れ
を
破
棄
し
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
い

わ
ゆ
る
二
流
の
緊
密
さ
の
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
六
カ
月
後
に
は
そ
の
半
分
の
長
さ
の
詩

を
作
っ
た
。
そ
し
て
一
年
後
の
一
九
一
二
年
に
私
は
次
に
見
ら
れ
る
発
句
の
よ
う
な
文
章
を

作
っ
た
。 

 



 
The apparition of these faces in a crow

d; 
  Petals on a w

et, black bough. 
  

群
衆
の
中
の
こ
れ
ら
の
顔
の
亡
霊 

 

濡
れ
た
黒
い
枝
に
つ
い
た
花
ぴ
ら
。 

  

英
語
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
俳
句
を
本
格
的
に
作
り
始
め
た
の
は
、
同
じ
イ
マ
ジ
ス
ト
の
エ
ミ

ィ
ロ
ー
ウ
ェ
ル
で
あ
る
。
彼
女
は
「
二
十
四
の
ホ
ッ
ク
」
と
題
す
る
俳
句
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。 

  
W

atching the iris, 
 

The faint and fragile petals

―
― 

 
H

ow
 am

 I w
orthy? 

  

ア
イ
リ
ス
、
そ
の
ほ
の
か
な 

 

崩
れ
や
す
き
花
び
ら
を
見
て
い
る
と
―
― 

 

私
の
価
値
は? 

  

俳
句
の
東
西
交
流
は
、
第
二
次
世
界
職
争
に
よ
っ
て
一
時
中
斯
さ
れ
る
が
、.

そ
の
後
の
外

国
語
俳
句
は
、
質
量
と
も
に
戦
前
を
遥
か
に
凌
ぐ
も
の
と
な
り
、
そ
の
中
心
を
フ
ラ
ン
ス
か

ら
ア
メ
リ
カ
に
移
し
た
。
そ
れ
に
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
犬
学
教
授
で
あ
っ
た
ハ
ロ
ル
ド.G

・
ヘ

ン
ダ
ー
ス
ン
の
功
績
が
が
犬
き
い
。
ヘ
ン
ダ
ー
ス
ン
は
、
一
九
五
八
年
に
『
俳
句
紹
介
』
を

著
わ
し
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
俳
旬
熟
を
駆
り
立
て
る
契
機
を
作
っ
た
。
更
に
一
九

六
五
年
に
は
、『
英
語
の
俳
句
』
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
英
語
俳
句
の
指
標
と
な
る
べ
き
書
を

刊
行
し
た
。 

 

最
近
の
海
外
で
の
俳
句
界
の
現
状
は
、
本
章
の
冒
頭
で
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
が
、
勢
い

の
衰
え
る
き
ざ
し
は
見
せ
ず
、
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

精
神
の
東
西
交
流
に
と
っ
て
何
よ
り
も
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
人
霜
の
文
化
を
ま
す
ま

す
豊
か
な
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
。 

  

２ 

ド
イ
ツ
の
風
土
と
季
感 

   

ド
イ
ツ
の
国
は
、
正
し
く
言
え
ば
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
文
化 

を
語
る
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
語
圏
文
化
と
い
う
こ
と
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス

の 

文
化
・
文
学
を
も
含
む
と
考
え
た
方
が
よ
く
、
こ
れ
ら
の
国
は
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ

る
。 

日
本
と
同
じ
北
半
球
に
位
置
す
る
が
、
や
や
北
よ
り
で
あ
る
。
西
は
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ



ン
ダ
、 

南
は
イ
タ
リ
ア
、
東
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
北
は
デ
ン
マ
ー
ク
等
の
諸
国
に
接
し
て
い
る

の
で
、
古 
く
か
ら
国
家
間
の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
回
廊
の
運
命
と
い
わ
れ

て
い
る
。   

  

国
境
の
駅
の
両
替
遅
日
か
な
（
独
蘭
国
境
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
浜
虚
子  

  

ド
イ
ツ
の
国
家
（
ラ
イ
ヒ
）
成
立
は
、
オ
ッ
ト
ー
大
帝
に
よ
る
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
創
設 

（
九
六
二
年
）
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
前
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
諸
部
族
の
動
向

は
、
ロ
ー
マ
の
史
家
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
中

央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
居
住
し
、
粗
野
で
あ
る
が
部
族
の
結
束
が
固
く
戦
闘
能
力
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
諸
部
族
の
な
か
に
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
意
識
が
発
生
し
た
の
は
、
八
世
紀
末
ご
ろ
と
み

ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
カ
ー
ル
大
帝
の
時
代
で
、
こ
の
時
期
に
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た

ド
イ
ツ
文
学
が
興
っ
た
。
「
ド
イ
ツ
」
、
ド
イ
ツ
語
で
は deutsch

と
い
う
が
、
語
源
的
に
は

「
民
族
の
」
と
い
う
意
味
で
、
ロ
ー
マ
の
ラ
テ
ン
文
明
や
他
に
対
し
て
自
ら
の
「
民
族
」
を

自
覚
し
始
め
て
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
ド
イ
ツ
文
化
が
中
央

を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
方
に
、
地
域
に
根
ざ
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

俳
句
の
季
語
が
江
戸
時
代
の
中
央
集
権
社
会
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
季

語
が
ド
イ
ツ
語
で
育
っ
て
い
な
い
の
も
、
ド
イ
ツ
の
こ
う
い
っ
た
地
方
分
権
の
意
識
に
よ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
日
本
で
は
、
北
海
道
と
沖
縄
の
ひ
ど
く
異
な
っ
た
自
然
と
風
土
が
一
つ

の
季
語
で
括
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
北
ド
イ
ツ
と
南
ド
イ
ツ
の
自
然
と
風
土
の

違
い
を
季
語
で
括
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
難
し
い
。
北
の
北
海
や
バ
ル
ト
海
と
南
の
ド
イ
ツ
ア

ル
プ
ス
と
を
括
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
ド
イ
ツ
人
に
は
で
き
な
い
。 

  

キ
ャ
ベ
ツ
と
る
遠
く
オ
ラ
ン
ダ
の
風
車
（
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
） 

 
 
 

山
口
青
邨 

 
  

 

川
見
居
る
ふ
る
さ
と
遠
き
秋
の
風
（
エ
ル
ベ
川
） 

 
 
 
 
 
 
 

川
本
臥
風 

  
  

ド
イ
ツ
文
学
史
の
上
で
二
つ
の
頂
点
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
『
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
』 

で

代
表
さ
れ
る
十
二
、
十
三
世
紀
の
「
英
雄
叙
事
詩
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
民
族
叙
事
詩
」
と

も
い
わ
れ
、
ド
イ
ツ
民
族
の
歴
史
的
苦
闘
と
哀
歓
を
う
た
い
あ
げ
、
ド
イ
ツ
民
族
の
心
の
故

郷
と
い
わ
れ
て
い
る
。
他
の
一
つ
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
変
わ
り
目
ご
ろ
の
ド
イ

ツ
古
典
主
義
の
文
学
で
あ
る
。
こ
れ
は
ゲ
ー
テ
と
シ
ラ
ー
を
中
心
に
し
た
も
の
で
、
そ
の
多

く
が
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

「
英
雄
叙
事
詩
」
の
時
代
の
抒
情
詩
と
し
て
「
ミ
ン

ネ
・
ザ
ン
グ
」
と
い
わ
れ
る
恋
愛
詩
が
あ
り
、
ワ
ル
タ
ー
・
フ
ォ
ン
・
デ
ル
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル

ワ
イ
デ
の
『
菩
提
樹
の
下
で
』
が
最
も
有
名
で
あ
る
。
春
の
野
で
の
愛
を
歌
う
少
女
の
こ
と

ば
に
は
、
春
の
野
の
風
物
が
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
五
月
の
歌
』

を
思
い
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
愛
の
こ
と
ば
と
絡
み
合
い
な
が
ら
も
、
春
の
野
の
風
物
が



美
し
く
描
か
れ
て
い
る
。『
菩
提
樹
の
下
で
』
で
は
、「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
が
、『
五
月
の
歌
』

で
は
、「
雲
雀
」
が
ド
イ
ツ
の
春
を
象
徴
す
る
風
景
と
な
っ
て
い
る
。
若
者
の
愛
と
自
然
の
風

物
と
の
交
歓
、
こ
れ
は
詩
人
の
自
然
の
ま
ま
の
真
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
大
詩
人
が
ま
っ
た

く
同
じ
と
こ
ろ
へ
と
心
を
向
け
て
い
る
の
に
驚
く
。
ゲ
ー
テ
の
『
五
月
の
歌
』
は
こ
う
で
あ

る
。  

  

な
ん
と
素
晴
ら
し
い 

 

自
然
の
ひ
か
り
。 

 

太
陽
は
輝
き 

 

野
は
笑
う
。  

  

花
ば
な
は 

 

枝
よ
り
噴
き 

 

い
く
千
の
声
は 

 

茂
み
よ
り
湧
き
上
が
る
。 

  

ほ
と
ば
し
る 

  
 

よ
ろ
こ
び 

こ
の
歓
喜
。 

 

お
お
地
よ 

太
陽
よ
、 

 

幸
福
よ 

希
望
よ
、 

  

お
お
愛
よ 

愛
よ
。 

 

黄
金
な
す
そ
の
美
し
さ
、 

 

峰
に
か
か
る 

  
 

あ
の
朝
空
の
雲
に
似
て
、  

  

お
ん
み
は
晴
れ
や
か
に
祝
福
す
る
、 

 

生
命
湧
く
野
を
、 

 

花
に
け
ぶ
る 

  
 

み
ち
み
ち
た
世
界
を  

  

お
お
少
女
よ 

少
女
よ
、 

 

ぼ
く
は
君
を
愛
す
る
！ 

 

君
の
眼
は
な
ん
と
輝
く
こ
と
か
！ 

 

君
は
ぼ
く
を
愛
す
る
！  

 



 
そ
の
よ
う
に
愛
す
る
、 

 

雲
雀
は
歌
と
高
み
を
、 

 

朝
の
花
ば
な
は 

 

空
の
香
り
を
、  

  

そ
し
て
ぼ
く
は
君
を
、 

 

湧
き
た
ぎ
る
血
で
。 

 

青
春
と
喜
び
と 

 

勇
気
と
を
、  

  

新
し
い
歌
と
舞
踏
と
を
、 

 

ぼ
く
に
あ
た
え
て
く
れ
る
君
！ 

 

永
遠
に
幸
福
で
あ
れ 

 

君
の
愛
と
と
も
に
。  

  

こ
の
詩
は
、
自
然
と
詩
人
の
心
が
う
ま
く
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

の

抒
情
詩
の
な
か
で
は
稀
な
存
在
だ
と
い
え
る
が
、
自
然
に
対
す
る
「
心
の
態
度
」
を
み
る
と 

、

や
は
り
日
本
の
俳
人
た
ち
の
そ
れ
と
は
違
う
。  

  

雲
雀
よ
り
上
に
や
す
ら
ふ
峠
か
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
尾
芭
蕉  

  

ゲ
ー
テ
の
「
雲
雀
」
は
、
愛
の
高
ま
り
の
比
喩
と
し
て
、
空
へ
と
向
か
う
晴
れ
や
か
な
も 
の

と
な
っ
て
い
る
が
、
芭
蕉
の
句
に
は
、
現
実
容
認
の
静
か
な
観
照
が
み
ら
れ
る
。
人
間
が
、 
「
雲

雀
」
よ
り
上
の
高
み
で
静
か
な
安
ら
ぎ
を
求
め
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
自
然
が
う 
た

わ
れ
る
と
き
、
向
上
へ
の
憧
れ
を
あ
ら
わ
す
現
実
打
開
の
象
徴
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
で
は 

、

現
実
容
認
で
あ
る
自
然
と
の
一
体
感
を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
現
実
打
開
」
と
「
現 

実

容
認
」
と
の
こ
う
し
た
違
い
は
、
自
然
に
対
す
る
「
心
の
態
度
」
の
違
い
か
ら
生
じ
た
も
の 

と

理
解
し
て
よ
い
。
ド
イ
ツ
は
、
日
本
と
同
じ
北
半
球
に
位
置
す
る
の
で
、
日
本
と
同
じ
よ
う 

に

春
夏
秋
冬
の
四
季
が
あ
り
、
ロ
マ
ン
派
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
多
く
の
ド
イ
ツ
抒
情
詩
人
が 

四
季
を
う
た
う
が
、
た
だ
自
然
と
風
土
の
つ
く
り
だ
す
四
季
折
々
の
風
景
が
異
な
り
、
な
に

よ 

り
も
そ
の
風
景
に
触
れ
る
詩
人
の
「
心
の
態
度
」
が
ド
イ
ツ
と
日
本
で
は
違
う
。「
四
季
」

そ 

の
も
の
よ
り
も
「
心
の
態
度
」
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
抒
情
詩
か
ら
日
本
俳
句
を
大
き
く
隔
て

て
い 

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。  

  

黄
楊
か
ら
出
る
蛾
の
よ
ろ
め
き
つ
つ 

 

こ
の
夜
息
絶
え
、
知
る
こ
と
も
な
か
ろ
う 

春
で
な
か
っ
た
の
を
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｒ
・
Ｍ
・
リ
ル
ケ  



  

こ
の
詩
は
、
ド
イ
ツ
の
世
界
的
な
詩
人
リ
ル
ケ
が
作
っ
た
「
ハ
イ
カ
イ
」
と
い
う
題
の
ド 

イ

ツ
語
俳
句
で
、「
心
の
態
度
」
が
日
本
の
俳
句
の
場
合
と
は
ま
た
別
で
あ
る
と
い
う
も
の
の 

、

自
然
と
風
景
、
そ
れ
に
季
節
を
短
い
三
行
の
な
か
で
充
分
に
う
た
い
上
げ
て
い
る
。
ド
イ
ツ 

の
自
然
と
風
土
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
詩
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。 

リ
ル
ケ
の
詩
に

は 

、
季
節
を
詠
ん
だ
も
の
が
か
な
り
あ
る
。
な
か
で
も
『
秋
の
日
』
、『
秋
の
お
わ
り
』
、『
秋 

』

と
い
っ
た
一
連
の
詩
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
『
早
春
』
も
近
代 

名

詩
と
し
て
知
ら
れ
、
早
春
の
風
物
を
う
い
う
い
し
い
感
性
で
う
た
い
上
げ
る
。
春
の
季
節
そ 

の
も
の
を
詠
ん
だ
も
の
に
メ
ー
リ
ケ
の
『
春
だ
』
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
春
・
秋
は
、
日
本
の

そ 

れ
と
比
べ
る
と
短
い
。
夏
か
ら
冬
へ
と
一
気
に
駆
け
抜
け
て
し
ま
う
短
い
秋
、
秋
の
す
ぐ

そ
こ 

に
は
冬
が
い
て
、
長
い
冬
に
は
春
を
誰
も
が
憧
れ
待
つ
。
ド
イ
ツ
の
四
季
は
、
日
本
と

違
っ
て 

春
夏
秋
冬
が
同
じ
重
み
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。 

ド
イ
ツ
の
自
然
は
、
南
が
ア
ル

プ
ス
に
遮 

ら
れ
、
北
に
北
海
と
バ
ル
ト
海
が
広
が
る
。
そ
の
な
か
を
父
な
る
ラ
イ
ン
と
母
な

る
ド
ナ
ウ
が 

流
れ
る
。
ド
イ
ツ
は
森
と
川
の
国
と
い
っ
て
よ
い
。
ロ
マ
ン
派
を
は
じ
め
多
く

の
詩
人
達
が
美 

し
く
歌
い
あ
げ
て
き
た
森
で
あ
り
、
川
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
決
ま
っ
て
季
節

が
あ
る
。  

  

〈
春
〉 

 

ア
ル
プ
ス
の
小
王
国
の
桜
冷
（
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
） 

 
 
 
 

浅
野
な
み 

 
 

  
  

〈
夏
〉 

 

川
風
に
夏
逝
く
中
に
い
て
吹
か
れ
（
ラ
イ
ン
川
） 

 
 
 
 
 
 
 

脇
坂
公
司 

 
  

  

〈
秋
〉 

 

爽
や
か
や
朝
の
野
を
鹿
跳
ん
で
を
り
（
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ワ
ル
ト
） 

 
 

岡 

茂
子 

 
  

  

〈
冬
〉 

 

少
年
の
ヨ
ー
デ
ル
雪
に
谺
せ
り
（
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
） 

 
 
 
 

赤
尾
恵
以  

  

「
爽
や
か
」
と
い
う
季
語
が
ド
イ
ツ
の
秋
を
表
わ
し
得
る
か
ど
う
か
、
多
く
の
疑
問
を
残

し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
真
夏
は
、
朝
が
と
て
も
涼
し
く
、
吹
く
風
の
爽
や
か
さ
に
日
本
の
秋

を
思
う
。
ド
イ
ツ
の
秋
は
短
く
、
季
節
に
爽
や
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。  

  

塔
ひ
と
つ
見
え
て
吹
雪
の
村
過
ぎ
ぬ
（
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
付
近
） 

 
 

坂
手
美
保
子  

  

「
吹
雪
」
は
俳
句
の
季
語
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
冬
を
も
遺
憾
な
く
表
現
し
、
そ
の
象
徴



と
な
り
得
て
い
る
。
こ
の
句
を
得
て
「
吹
雪
」
と
い
う
日
本
の
季
語
は
、
ド
イ
ツ
の
自
然
を

象
徴
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
塔
ひ
と
つ
見
え
て
村
過
ぎ
ぬ
」
と
い
う

風
景
は
、
紛
れ
も
な
く
ド
イ
ツ
で
、
こ
の
言
葉
で
も
っ
て
、
こ
の
句
の
「
吹
雪
」
は
、
ド
イ

ツ
の
自
然
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
月
」
、
「
花
」
と
い
っ
た
季
語
は
、
「
雪
」
と
は
違
っ
て

ド
イ
ツ
の
季
節
を
象
徴
す
る
に
は
、
無
理
が
あ
る
。「
月
」
を
秋
だ
け
に
限
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
、「
花
」
を
桜
の
花
に
限
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
は
お
そ
ら
く
無
理
だ
と
思
わ
れ

る 

。  
 

書
に
耽
り
故
国
の
霧
の
濃
さ
浮
か
ぶ
（
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
） 

 
 
 

Ｋ
・
ワ
ル
ツ
ォ
ッ
ク 

   

松
山
に
い
て
故
国
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
を
想
う
句
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
伊
予
の
松
山
を 

詠
ん
だ
「
蜜
柑
剥
い
て
香
を
嗅
ぎ
込
め
ば
伊
予
遠
し
」
と
対
を
な
し
て
い
る
。「
霧
」
、「
蜜 

柑
」

と
い
う
日
本
の
季
語
が
ド
イ
ツ
で
も
通
用
す
る
と
い
う
例
句
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
霧
を
詠 

ん

だ
日
本
語
の
俳
句
が
意
外
に
多
い
が
、
海
辺
の
町
フ
ー
ズ
ム
が
詩
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
シ 

ュ
ト
ル
ム
の
『
町
』
は
、
季
節
感
あ
ふ
れ
る
霧
を
詠
ん
で
北
ド
イ
ツ
の
自
然
と
風
土
を
表
現

す 

る
。『
十
月
の
歌
』
は
、「
霧
立
ち
の
ぼ
っ
て 

木
の
葉
落
ち
る
時
」
の
一
行
か
ら
始
ま
っ

て 

「
霧
」
は
、
秋
を
強
く
印
象
づ
け
る
言
葉
と
な
る
。 

 
  

  

ス
イ
ス
は
朝
の
青
さ
張
り
泉
湧
く
（
ツ
ン
湖
畔
） 

 
 
 
 
 
 
 
有
働 

亨  
  

森
に
は
泉
が
あ
り
、
町
の
中
心
に
は
泉
の
噴
水
が
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
を
象
徴
す
る
。
中
央 

ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
ま
た
同
じ
風
景
で
あ
る
。 

 
  

  

カ
ス
タ
ー
ニ
エ
の
青
き
実
曇
天
よ
り
も
げ
ば
（
ベ
ル
リ
ン
） 

 
 
 

高
橋
正
子  

  

「
カ
ス
タ
ー
ニ
エ
」
は
俳
句
の
季
語
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
ド
イ
ツ
の
風
景
を
作
り
だ 

し

て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
実
は
、
食
べ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
出
来
な
い
も
の
と
が 

あ
る
。
く
り
、
と
ち
、
あ
る
い
は
マ
ロ
ニ
エ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
こ
の
句
は
、
ド
イ
ツ
の

風 

土
に
相
応
し
い
言
葉
を
使
っ
て
季
感
あ
ふ
れ
る
風
景
を
詠
む
こ
と
に
成
功
し
た
。
「
青
き

実
」 

は
、
夏
で
あ
る
。
海
外
で
俳
句
を
詠
む
と
き
、
季
題
、
季
語
、
季
感
と
い
っ
た
と
こ
ろ

を
深
く 

再
吟
味
す
る
こ
と
な
し
に
安
易
に
使
用
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
句
は
、
ド
イ
ツ
の
自
然

と
風
土
か 

ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
う
。 

 
 

  
  

熟
れ
麦
を
刈
り
機
の
食
め
る
筋
ま
た
筋
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
郊
外
） 

Ａ
・
シ
ュ
タ
ム 

 

高

橋
信
之
訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

こ
の
句
の
良
さ
は
、
あ
り
き
た
り
の
花
鳥
諷
詠
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
季
節
感
あ
ふ 



れ
る
生
活
風
景
を
鮮
明
に
生
き
生
き
と
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
原

句
の
ド
イ
ツ
語
を
読
め
ば
、
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
句
の
冒
頭
に
前
置
詞
《in

》
を
置
く

こ 

と
に
よ
っ
て
、
空
間
の
位
置
、
す
な
わ
ち
「
熟
れ
麦
」
の
田
園
風
景
を
鮮
明
に
浮
き
上
が

ら
せ 

、
そ
の
一
行
目
か
ら
二
行
目
の
動
詞
に
向
か
っ
て
求
心
的
な
力
が
働
く
。
さ
ら
に
《s

》

な
ど
の
歯
擦
音
が
「
刈
り
機
」
の
唸
る
田
園
風
景
を
生
き
生
き
と
表
現
す
る
。
季
は
晩
夏
で

あ
り
、
刈
取
り
機
や
刈
り
取
っ
た
後
の
筋
と
い
っ
た
情
景
が
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か
ん
で
く

る
。
こ
れ
が
ド
イ
ツ
の
風
景
で
あ
り
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
の
俳
句
で
あ
ろ
う
。
言
葉
そ
の
も
の

に
季
節
感
が
あ
り
、
一
句
の
全
体
に
季
節
感
が
あ
っ
て
俳
句
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。 

 


