
00

以
上
を
総
括
し
よ
う
。

嘗
て
「
ほ
の
ぼ
の
I
L
と
い
う
語
は
、
平
安
朝
以
来
明
治
の
末
年
頃
ま
で
、

古
典
語
と
し
て
旧
来
の
和
歌
的
情
趣
と
密
着
し
た
よ
う
な
語
感
を
有
し
て
い
た
。

特
に
こ
の
語
が
「
古
今
集
」
の

中
洲
「
風
当
日
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
島
が
く
れ
ゆ
く
舟
を
し
そ
思
ふ
（
伝
人
麿
）

や
、
「
新
古
今
集
」
の

鳳
i
刊
圃
勾
引
春
こ
そ
空
に
乗
に
け
ら
し
天
の
か
ぐ
山
嶺
た
な
び
く（

後
鳥
羽
院
）

等
の
名
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
一
層
そ
の
語
感
は
払
拭
し
難
い
も

の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
茂
吉
の
処
女
歌
集
、
初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
「
は
の

ー
ほ
の
I
L
の
用
語
は
、
こ
れ
を
見
事
に
払
拭
し
た
。
白
秋
の
「
桐
の
花
」
か
ら

茂
吉
の
「
赤
光
」
へ
の
バ
ト
ン
・
タ
ッ
チ
は
、
状
景
描
写
か
ら
心
理
描
写
へ
の

見
事
な
転
換
を
成
し
遂
げ
て
、
こ
の
殆
ど
老
衰
化
せ
ん
と
し
て
い
た
古
い
歌
語

に
あ
た
か
も
帰
死
因
生
の
注
射
を
施
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
蝿
足
で
は
あ
る
が
、
茂
吉
の
「
赤
光
」
以
後
こ
の
語
が
現
代
短
歌
に
ど

の
よ
う
に
清
新
な
語
感
を
付
与
さ
れ
て
い
る
か
を
次
の
諸
例
に
よ
っ
て
明
察
さ

れ
た
い
。

足
の
へ
に
ふ
と
虫
鳴
き
は
そ
り
行
く
こ
こ
ろ
見
ま
も
れ
は
ほ
の
ぼ
の
寂
し

（
大
二
　
「
馬
鈴
馨
の
花
」
中
村
憲
吉
）

図
研
は
i
T
刑
。
引
柩
を
お
く
る
笛
な
ら
め
紅
き
か
ぜ
軒
を
と
は
り
た
け
り

（
大
三
「
林
泉
集
」
中
村
憲
吉
）

一
〇
〇

ほ
の
ぼ
の
と
生
命
の
意
識
目
ざ
め
た
る
ゆ
ふ
柔
道
の
青
の
漂
ひ

（
大
二
　
「
林
泉
集
」
島
木
赤
彦
）

曙
の
ひ
か
り
を
踏
め
ば
ほ
の
ぼ
の
と
生
き
た
か
り
け
り
息
の
緒
か
け
て

（
大
三
「
林
泉
集
」
島
木
赤
彦
）

山
茶
花
の
花
び
ら
よ
り
も
図
例
矧
甲
と
朝
の
な
ぎ
さ
に
貝
は
あ
り
け
れ

（
大
三
「
藤
む
す
め
」
松
本
は
つ
子
）

註
1
　
尤
も
、
こ
の
種
の
用
法
が
新
し
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
語
が
心
理
描
写

的
に
′
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
和
歌
に
お
け
る
情
趣
的

用
語
法
と
も
云
う
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
和
歌
に
お
け
る
情
趣
的

用
語
の
考
察
」
　
（
「
立
命
館
文
学
」
第
一
七
六
号
）
　
に
論
じ
て
お
い
た
。

註
2
　
茂
吉
は
「
童
馬
山
房
夜
話
」
の
中
に
「
古
語
の
使
用
」
に
つ
い
て
の
論

が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
そ
の
語
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
的
な
理

由
の
な
い
限
り
古
語
は
使
用
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る

が
、
一
方
「
童
馬
渡
語
」
の
中
に
は
、
「
古
語
の
問
題
」
と
題
し
て
、
「
短

歌
の
言
葉
が
現
代
語
で
あ
る
べ
き
か
、
古
語
で
あ
る
べ
き
か
、
こ
の
間
題

も
ど
う
で
も
い
い
。
ぼ
く
等
は
も
う
そ
ん
な
中
途
に
ぶ
ら
つ
い
て
居
ら
れ

な
い
。
ぱ
く
の
『
け
る
か
も
』
は
柿
本
人
暦
の
『
け
る
か
も
』
で
は
な
い
。

要
す
る
に
生
命
の
問
題
で
あ
る
。
云
々
」
　
（
傍
点
附
加
）
　
と
述
べ
て
い
る
。

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
古
語
使
用
の
態
度
に
つ
い
て
み
る
の
に

た
し
か
に
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

昭

和

俳

句

と

万

葉

集

ー
古
典
と
い
ぶ
語
に
は
種
々
の
意
味
づ
け
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
、

④古
典
と
は
単
な
る
過
去
の
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
同
時
に
現
在
の
事
実
と
し

て
通
用
し
得
る
何
も
の
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ぶ
考
へ
方
が
示
さ
れ
て

ゐ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
文
学
研
究
の
場
に
於
げ
ろ
正
し
い
意
味
づ
け
な
の
で
あ

る
が
、
今
こ
の
稿
で
考
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
こ
と
は
、
万
葉
集
が
昭
和
俳
句
の

流
れ
の
或
る
時
期
に
、
ど
の
や
う
に
生
き
た
か
と
い
ぶ
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
喜

び
方
を
換
へ
で
み
れ
ば
、
万
葉
集
が
真
に
古
典
と
し
て
の
生
命
を
も
ち
え
た
か

と
い
ぶ
点
に
就
い
て
、
昭
和
俳
句
の
流
れ
の
上
か
ら
眺
め
て
み
ょ
う
と
い
ぶ
こ

と
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
、
昭
和
俳
句
と
い
ぶ
言
ひ
方
に
つ
い
て
で
ぬ
る
が
、
猶
、
昭
和

と
い
ぶ
年
号
が
続
き
、
昭
和
俳
句
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
ぶ
現
実
か
ら
、
今

日
我
々
が
明
治
俳
句
と
言
ひ
、
大
正
俳
句
と
言
ひ
っ
ゝ
、
そ
れ
ら
両
時
代
を
等

し
く
異
質
な
時
代
と
考
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
性
を
集
約
的
に
考
へ
て
ゆ

く
、
そ
れ
と
同
じ
あ
り
方
で
昭
和
俳
句
を
把
握
し
て
ゆ
く
と
い
ぶ
こ
と
は
不
可

能
に
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
ゝ
に
言
ふ
昭
和
俳
句
と
い
ぶ
の
は
、
極
め
て
機

械
的
に
、
政
治
区
分
に
従
っ
て
昭
和
を
昭
和
と
す
る
。
さ
う
し
た
皮
相
的
な
語

の
用
ひ
方
　
－
　
こ
れ
こ
そ
一
番
良
心
的
で
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
が
　
－
　
に

昭
和
俳
句
と
万
葉
集

松

　

井

　

　

利

　

彦

従
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
二
言
し
て
お
き
た
い
。

で
、
具
体
的
に
、
万
葉
集
と
俳
句
と
の
関
連
を
眺
め
て
ゆ
く
訳
で
あ
る
が
、

こ
の
現
象
が
俳
壇
で
目
立
っ
た
現
象
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
最
近
に

誓
子
君
の
万
葉
振
り
と
い
ひ
ま
せ
う
か
、
所
謂
古
来
の
雅
語
に
新
し
さ
意
味
を

含
め
て
、
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
俳
句
の
上
に
用
ひ
来
ら
れ
来
っ
た
る
言
葉
を
常
套

語
を
排
し
て
更
に
雅
語
を
取
り
入
れ
、
然
も
そ
れ
を
俳
句
的
に
岨
噛
し
て
、
巧

み
な
る
用
語
と
し
て
表
現
し
て
居
ら
れ
る
最
近
の
句
に
つ
い
て
は
私
は
驚
異
の

眼
を
放
っ
て
ゐ
る
一
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
紫
雲
郎
（
「
雑
詠
句
評
会
」
大
鵬
・

1
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
　
「
近
頃
空
虚
な
る
内
容
に
対
し
万
葉
集
漬
ど
に
あ
る
雅
語

や
す
で
に
死
後
と
な
っ
て
ゐ
る
古
語
を
か
つ
て
来
て
鬼
面
人
を
驚
か
さ
ん
と
す

る
如
き
は
と
ら
ざ
る
所
で
、
こ
れ
ら
は
語
を
駆
使
せ
る
に
あ
ら
ず
し
て
語
に
駆

使
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
俳
句
に
は
勿
論
殊
語
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
代

人
に
縁
遠
く
耳
に
熟
さ
ず
両
も
作
者
の
実
感
と
か
け
は
な
れ
た
死
語
を
満
々
然

と
使
ふ
は
、
あ
ま
り
に
血
の
め
ぐ
り
が
な
さ
す
ぎ
る
。
」
野
風
呂
（
「
俳
句
の
修

辞
」
大
1
5
・
6
　
京
麗
子
）
　
「
一
二
の
俳
人
の
旬
の
万
葉
調
め
き
た
る
用
語
お

る
を
採
録
す
る
は
、
万
葉
調
め
き
た
る
用
語
あ
る
た
め
採
録
す
る
に
は
無
之

一
〇
一
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候
。
」
虚
子
（
「
消
息
」
大
1
5
・
1
1
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
、
「
現
今
一
部
の
人
々
に
よ

っ
て
行
ほ
れ
て
ゐ
る
万
葉
の
運
動
も
、
俳
句
の
生
命
と
も
云
ふ
べ
き
思
想
の
技

巧
的
発
展
と
い
ぶ
目
的
を
貫
徹
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
　
（
要
約
）
青
績

（
「
正
乃
君
の
万
葉
語
尊
重
論
を
読
ん
で
」
昭
2
・
2
　
京
麗
子
）
と
い
っ
た

諸
発
言
が
示
す
や
う
に
、
大
正
末
年
（
事
実
上
昭
和
元
年
）
か
ら
、
昭
和
初
期

に
ま
た
が
る
現
象
で
あ
っ
た
と
い
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
中
心
と
な
っ
た
作
家
、
虚
子
を
し
て
、
「
一
二
の
俳
人
」
と
い
は
ぜ
た

の
は
、
山
口
響
子
・
水
原
秋
桜
子
で
あ
る
が
、
以
下
こ
の
二
人
に
即
し
て
万
葉

調
（
以
後
、
こ
の
俳
壇
の
一
般
的
称
呼
に
従
ふ
）
を
眺
め
て
み
た
い
。

誓
子
が
万
葉
語
を
用
ひ
た
作
品
を
最
初
に
示
す
の
は
、
大
正
十
三
年
八
月
の
、

行
水
や
簿
に
掛
く
る
何
や
か
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ト
ト
ギ
ス

秋
桜
子
が
示
す
の
は
、
大
正
十
三
年
九
月

遊
び
女
に
瑞
の
青
霞
ま
の
あ
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ト
ト
ギ
ス

と
法
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
両
者
が
略
同
時
期
に
万
葉
へ
の
関
心
を
持
っ

た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
が
前
記
の
時
期
に
目
立
つ
現
象
と
な
っ
た

と
見
放
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
二
人
が
万
葉
調
か
ら
脱
皮

す
る
の
は
、
時
を
異
に
し
て
お
り
、
秋
桜
子
が
、
昭
和
四
年
一
月
の
「
ホ
ト
ト

ギ
ス
」
漫
談
会
で
、
「
万
葉
調
な
ん
の
と
云
っ
て
、
私
自
身
に
し
て
見
れ
ば
、

そ
れ
は
も
う
、
一
年
も
前
か
ら
穀
を
脱
い
で
ゐ
る
。
幾
度
も
書
い
た
り
論
じ
た

り
し
た
如
く
、
私
は
さ
う
し
た
技
巧
の
一
面
を
本
当
の
俳
句
だ
と
考
へ
る
程
頭

が
狭
く
も
な
く
、
此
は
永
久
に
価
値
あ
る
研
究
だ
と
も
思
っ
て
ゐ
る
訳
で
も
あ

り
ほ
せ
ん
」
と
語
り
、
「
今
か
ら
六
年
程
前
、
私
は
常
に
素
十
に
言
っ
て
ゐ
ま

し
た
」
　
「
俳
句
も
現
今
の
や
う
に
技
巧
が
な
く
で
は
駄
目
だ
。
あ
れ
な
ら
二

三
年
修
行
す
れ
ば
皆
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
俺
達
で
う
ん
と
傑
れ
た
も
の
を

一
〇
二

造
り
上
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
」
「
さ
う
し
て
我
々
は
勉
強
し
た
。
世
に
謂
ふ

と
こ
ろ
の
万
葉
調
な
る
も
の
が
そ
れ
で
す
。
所
が
一
昨
年
あ
た
り
か
ら
、
私
は

自
分
の
句
に
自
信
が
な
く
な
っ
た
。
」
（
「
批
判
の
批
判
」
昭
5
・
3
　
山
茶
花
）

と
記
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
誓
子
は
、
昭
和
十
年
に
も
、

青
海
を
瑞
の
籍
と
す
避
暑
の
荘
　
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ト
ト
ギ
ス

と
い
っ
た
作
が
見
え
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
両
者
が
脱
皮
の
時
期
を
異
に
し

た
と
い
ぶ
こ
と
は
、
結
局
は
両
者
の
俳
句
観
・
志
向
に
関
は
る
こ
と
で
、
詳
細

は
後
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
万
葉
調
の
時
期
が
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
秋
桜
子
の
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
も
肯
は
れ
て
こ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
万
葉
集
の
関
は
り
合
び
は
、
響
子
・
秋
桜
子
の
作

品
に
何
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
何
を
意
味
し
た
で
あ
ら

えノか。更
に
、
哲
子
の
作
品
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
、

鉾
杉
や
天
の
真
洞
の
は
た
ゝ
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
大
1
3
・
1
0
「
ホ
」

番
犬
や
野
を
焼
く
人
を
ひ
た
吠
え
に
　
　
　
　
　
　
　
大
1
4
・
5
「
ホ
」

と
い
っ
た
作
が
見
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
句
の
中
で
の
万
葉
語
は
、
言
ふ

、
、
　
　
ヽ
　
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

迄
も
な
く
、
真
洞
、
ひ
た
で
、
前
者
は
、
万
葉
集
巻
互
の
八
〇
〇
の
「
聞
こ
し

を
す
国
の
ま
ば
ら
ぞ
」
、
巻
九
の
一
七
五
三
の
、
「
国
の
ま
ば
ら
を
委
曲
に
示

し
賜
へ
ば
…
」
に
、
後
者
は
、
巻
十
八
の
四
〇
六
四
の
、
「
大
君
は
、
と
き

は
に
ま
き
む
橘
の
殿
の
橘
比
多
て
り
に
し
て
」
等
に
用
び
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
こ
で
、
鉾
杉
の
句
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
と
、
先
ず
上
互
の
鉾
杉
や
の
語

に
よ
っ
て
鑑
賞
者
は
、
鉾
杉
の
語
の
も
つ
諸
属
性
を
想
起
し
、
そ
れ
が
、
次
に
、

「
天
上
に
あ
る
丘
山
に
囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
ゐ
る
雷
」
の
状
寮
と
組
合
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
先
の
諸
属
性
の
車
か
ら
「
奥
深
い
昏
さ
」
、
「
神
秘
感
」
と
い
つ

た
も
の
を
是
清
せ
し
め
る
と
い
ぶ
過
程
を
通
り
、
理
解
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
。
と
す
る
と
、
こ
の
句
に
あ
っ
て
、
作
品
の
表
面
か
ら
い
へ
ば
仮
空
の
状
態

を
さ
な
が
ら
に
彷
彿
せ
し
め
る
働
を
示
し
、
こ
の
句
が
喚
起
す
る
感
動
の
質
を

規
定
す
る
働
を
も
つ
「
天
の
真
洞
」
の
語
は
、
要
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来

さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
句
の
、
「
番
犬
や
」
の
句
の
「
ひ
た
」
は
、

吠
え
る
こ
と
だ
け
に
関
は
つ
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
語
を
補
っ
て
言
へ
ば
、
吠

え
て
ゐ
る
状
態
・
声
を
読
者
に
強
調
し
て
感
じ
さ
せ
る
効
果
を
果
し
て
ゐ
る
の

で
ぬ
る
。
こ
れ
は
、
真
洞
の
場
合
と
興
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
や
う
墓
一
つ
の
態

度
に
よ
っ
て
、
他
の
、
万
葉
語
を
用
ひ
た
作
品
を
分
け
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
。

因
み
に
、
句
の
幾
つ
か
を
列
記
し
て
み
る
と
、
真
洞
に
属
す
る
も
の
と
し
で
は
、

雲
雀
野
や
水
づ
き
ひ
さ
し
き
濃
紫

海
坂
や
見
え
て
は
る
け
き
麓
の
舟

流
氷
や
宗
谷
の
門
波
荒
れ
や
ま
ず

お
は
わ
た
へ
座
う
つ
り
し
た
り
枯
野
星

「
ひ
た
」
の
技
法
に
連
な
る
も
の
と
し
で
は
、

犬
種
か
へ
る
雪
解
の
道
の
夕
凝
り
に

郭
公
や
蟻
軸
の
日
の
浸
る
な
べ
に

氷
の
憩
に
冥
き
海
ぞ
も
氷
下
魚
釣
る

住
吉
に
凧
揚
げ
ゐ
た
る
処
女
は
も

で
、
両
者
を
兼
ね
た
句
と
し
て
は
、

落
蛇
の
た
ぎ
ち
流
れ
ぬ
岩
に
触
り

大
1
4
・
5
「
ホ
」

大
1
4
・
1
1
「
ホ
」

大
1
5
・
3
「
ホ
」

大
1
5
・
4
「
ホ
」

大
1
5
・
4
「
ホ
」

大
1
5
・
〓
「
ホ
」

昭
2
・
2
「
ホ
」

昭
2
・
3
「
ホ
」

大
1
5
・
1
0
「
ホ
」

を
と
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
や
う
に
万
葉
語
使
用
の
作
品
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
こ

れ
迄
述
べ
て
き
た
こ
と
ゝ
は
別
に
、
「
流
氷
や
」
の
句
が
特
に
、
作
者
の
内
面

昭
和
俳
句
と
万
葉
集

の
激
し
い
感
情
の
動
き
と
い
っ
た
も
の
を
感
知
せ
し
め
る
の
に
気
付
く
‘
者
÷
狐

は
勿
論
こ
の
句
の
素
材
が
動
的
な
景
で
あ
る
と
い
ぶ
こ
と
に
も
よ
る
が
、
一
つ

に
は
、
こ
の
句
が
典
型
的
な
叙
景
的
技
法
を
と
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
り
、
句
の

表
面
に
描
き
出
さ
れ
た
大
京
と
、
作
者
の
生
と
が
相
互
に
象
徴
的
関
係
に
於
い

て
躍
動
し
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
る
と
思
は
れ
る
。
こ
の
叙
景
的
技
法
と
い
ぶ
の
は

短
歌
に
於
で
も
見
ら
れ
る
技
法
で
、
万
葉
の
、
「
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
ゝ

見
れ
ば
真
白
に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
げ
ろ
」
　
（
巻
三
の
三
一
八
）
は
そ

の
典
型
と
言
わ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
誓
子
の
他
の
句
に
も
見
ら
れ
な
く
は

な
い
が
、
他
の
句
は
叙
景
的
で
あ
り
な
が
ら
視
点
を
大
寮
の
中
の
小
部
分
に
止

め
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
流
氷
の
句
は
門
波
と
い
う
大
寮
を
そ
の
ま
ま
流
氷
と
対

博
さ
せ
て
い
る
、
そ
れ
が
叙
景
句
と
し
て
の
成
功
を
も
た
ら
し
、
作
者
の
内
面

を
全
面
的
に
感
知
せ
し
め
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
、
そ
し
て
、
万
葉
集
へ
の
関

心
が
深
か
っ
た
時
期
に
、
こ
の
や
う
な
典
型
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
同

集
の
各
所
に
見
ら
れ
る
叙
景
的
技
法
が
何
ら
か
の
形
で
働
き
か
け
た
1
1
と
考

え
て
ゆ
く
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ら
う
。

そ
れ
と
、
も
う
一
つ
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
、

い
と
ゞ
し
き
和
知
の
独
英
炉
の
ほ
と
り
　
　
　
　
　
大
1
5
・
2
「
ホ
」

の
句
か
ら
、
端
的
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
、
響
子
は
万
葉
語
を
凪
ひ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
平
板
さ
か
ら
脱
し
て
い
つ
た
と
，
い
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
先
出
の
、
「
毒
は
わ
た
へ
」
の
句
の
「
お
は
わ
た
」
を
大
海
に
改
め
、

「
猟
夫
」
を
猟
師
に
、
「
い
と
ゞ
し
き
」
の
古
語
を
一
放
語
に
改
め
た
時
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
平
板
さ
と
対
比
し
て
頂
け
ば
、
よ
り
明
か
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
や
う
に
眺
め
て
く
る
と
、
誓
子
と
万
葉
集
と
の
関
は
り
は
、

自
己
の
内
面
を
的
確
に
表
出
す
る
際
の
要
と
な
り
、
叙
景
的
技
法
を
安
定
さ
せ

一
〇
三
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る
働
き
か
け
を
も
ち
、
更
に
は
、
平
板
さ
か
ら
脱
出
せ
し
め
る
さ
う
し
た
諸
点

に
あ
つ
た
と
言
ふ
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
善
子
に
対
し
、
秋
桜
子
の
作
品
と
し
て
は
、

氷
柱
し
て
神
の
真
洞
の
常
世
関
　
　
　
　
　
　
大
1
4
・
3
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

高
嶺
屋
蚕
飼
の
村
は
寝
し
つ
ま
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
1
4
・
6
「
ホ
」

水
無
月
や
青
嶺
つ
ゞ
げ
ろ
桑
の
は
て
　
　
　
　
　
　
　
　
大
1
4
・
8
「
ホ
」

欄
の
下
か
ゞ
よ
ふ
瀬
あ
り
干
布
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
1
5
・
2
「
ホ
」

は
し
き
よ
し
妹
背
並
び
ぬ
木
彫
雛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
1
5
・
4
「
ホ
」

み
ち
の
く
の
雨
そ
ゝ
ぎ
ゐ
る
枯
野
か
な
　
　
　
　
　
　
　
大
1
5
・
9
「
ホ
」

等
々
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

万
葉
集
と
の
関
係
を
第
一
句
か
ら
い
へ
ば
、
真
洞
は
、
誓
子
の
場
合
と
同
じ
、

常
世
は
、
巻
三
の
二
六
一
「
往
き
か
よ
ひ
っ
ゝ
常
世
ま
で
」
、
巻
九
の
一
七
四

〇
の
「
か
き
結
び
常
世
に
至
り
…
」
、
常
闇
に
つ
い
て
は
、
巻
二
の
一
九
九
「
常

闇
に
覆
ひ
給
ひ
て
」
、
巻
十
五
の
三
七
四
二
　
「
常
闇
に
い
づ
れ
の
日
ま
で
…
」

を
考
へ
合
せ
る
こ
と
が
出
来
、
第
二
句
「
高
嶺
」
に
つ
い
て
は
、
巻
三
の
三
一

七
の
「
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
」
を
、
巻
三
の
三
二
二
の
「
凝
し
き
伊
予
の
高

嶺
の
」
等
の
語
で
ぬ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
、
警
手
の
作
と
比
較

し
て
み
る
と
、
誓
子
の
句
が
、
例
へ
ば
「
鉾
杉
や
」
の
句
が
神
秘
感
を
伴
っ
た

激
し
い
感
情
を
、
「
流
氷
や
」
の
句
が
「
昏
い
激
情
」
を
以
て
迫
っ
た
の
と
異

っ
て
、
清
澄
な
唯
美
感
情
を
感
知
せ
し
め
て
く
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
句
の
表
面

に
描
か
れ
た
情
景
が
唯
美
的
で
あ
る
点
に
関
は
つ
て
い
る
の
で
ぬ
る
が
、
万
葉

語
は
、
こ
れ
ら
各
句
の
唯
美
的
情
緒
を
形
成
す
る
上
に
大
き
な
働
き
か
け
を
も

っ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。

即
ち
、
氷
柱
し
て
と
い
う
現
実
的
な
現
象
を
示
す
表
現
語
が
喚
起
す
る
諸
属

一
〇
四

性
を
、
神
の
真
洞
と
か
常
世
闇
と
い
う
語
に
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
想
の

世
界
の
も
の
と
し
、
更
に
神
の
真
洞
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
澄
な

感
覚
を
喚
び
起
す
語
と
し
て
定
着
せ
し
め
、
（
こ
の
句
に
は
他
の
句
か
ら
は
感

知
出
来
な
い
不
安
感
を
感
じ
さ
せ
な
く
は
な
い
が
）
寝
し
ず
ま
る
蚕
館
の
村
を

高
嶺
星
と
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
静
か
な
夢
幻
的
な
美
的
な
も
の
と
し
て

表
現
に
定
着
せ
し
め
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
鑑
賞
者
の
側
か
ら
い
っ
て
み
る

と
、
高
嶺
の
藷
が
も
た
ら
す
夢
幻
的
な
感
覚
が
、
星
の
語
が
喚
び
起
す
表
現
の

諸
属
性
の
中
か
ら
、
唯
美
的
な
面
を
定
着
せ
し
め
、
蚕
飼
の
村
は
寝
し
つ
ま
り

の
語
は
そ
れ
と
照
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
静
か
な
夢
幻
的
な
美
的
情
緒
に
定
着

せ
し
め
ら
れ
る
と
い
ぶ
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
働
き
は
そ
の
ま
ま
、
こ
の
句
で

高
嶺
星
が
占
め
る
重
要
さ
に
他
な
ら
な
い
と
い
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
「
水

無
月
や
」
の
句
に
あ
つ
て
は
、
「
水
無
月
」
の
一
嬢
的
な
情
緒
が
次
の
青
嶺
の

語
に
よ
っ
て
唯
美
的
な
働
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
定
着
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
更
に
一
面
に
つ
ゞ
く
桑
の
青
さ
と
照
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
句

の
情
緒
を
成
立
せ
し
め
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
か
ゞ
よ
ふ
」
の
語
に
も
あ

て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
青
嶺
、
か
ゞ
ま
ぶ
を
別
な
藷
、
普
通
語

に
す
る
試
み
を
し
て
頂
け
れ
ば
よ
り
明
ら
か
に
な
ら
う
。
そ
れ
は
、
高
嶺
星
の

句
の
や
う
に
、
万
葉
語
が
先
づ
唯
美
的
な
情
緒
を
表
面
に
強
く
打
出
し
、
そ
れ

を
起
点
と
し
て
句
を
形
成
す
る
、
水
無
月
の
句
の
や
う
に
、
一
殿
語
を
唯
美
的

且
つ
清
澄
な
語
と
し
て
定
着
さ
せ
る
と
い
ぶ
技
法
の
差
は
あ
つ
て
も
、
兎
に
角
、

秋
桜
子
に
あ
っ
て
、
清
澄
唯
美
の
感
情
を
形
成
し
て
ゆ
く
上
に
大
き
く
働
き
か

け
て
ゐ
る
と
い
ぶ
こ
と
で
、
こ
こ
に
警
手
と
全
く
異
っ
た
万
葉
集
と
の
関
は
り

が
あ
っ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
加
へ
て
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、

「
は
し
き
よ
し
」
　
「
み
ち
の
く
の
」
と
い
っ
た
短
歌
的
な
声
調
を
も
つ
語
を
用

ひ
、
唯
美
感
情
の
表
出
に
効
果
め
ら
し
め
て
ゐ
る
と
い
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
語
の
連
想
に
加
へ
て
、
「
は
し
き
よ
し
」
「
み
ち
の
く
の
」
の
語
の
ゆ
る
い
、

な
だ
ら
か
な
語
調
が
一
句
を
支
配
し
、
隠
や
か
な
感
情
を
感
知
さ
せ
る
大
き
な

働
を
果
し
て
ゐ
る
と
い
ぶ
こ
と
で
、
こ
こ
ら
に
も
万
葉
集
と
の
関
は
り
合
が
お

っ
た
と
い
へ
よ
う
。
又
、
誓
子
の
場
合
に
見
ら
れ
た
叙
景
的
技
法
に
関
し
て
、

秋
桜
子
の
場
合
、
大
正
十
三
年
九
月
、
初
め
て
万
葉
語
を
周
ひ
た
、
こ
の
前
後

一
年
間
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
雑
詠
欄
に
表
ほ
れ
た
叙
景
的
な
句
を
調
べ
て
み
る

と
、
前
の
一
年
が
十
九
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
以
後
の
一
年
間
に
は
四
十
三

％
と
ふ
う
風
に
飛
躍
的
に
増
加
し
て
を
り
、
こ
ゝ
に
も
万
葉
集
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
を
を
肯
定
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

結
局
、
秋
桜
子
作
品
に
於
げ
ろ
万
葉
集
の
意
義
と
い
っ
た
も
の
は
、
清
な
る

唯
美
世
界
を
定
着
せ
し
め
る
こ
と
ゝ
共
に
、
叙
景
的
技
法
を
認
識
さ
せ
て
い
っ

た
と
い
ぶ
こ
と
で
、
作
者
の
側
か
ら
い
へ
ぼ
、
唯
美
的
感
情
を
定
着
せ
し
め
、

同
時
に
そ
れ
を
全
面
的
に
打
出
し
て
ゆ
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
ぶ
こ
と
な

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
者
は
万
葉
集
を
志
向
し
、
体
験
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

ど
の
や
う
に
自
己
の
作
風
を
移
行
さ
せ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
先
づ
、
万
葉
調
以

前
の
響
子
作
品
に
見
ら
れ
た
諸
傾
向
を
と
り
出
し
て
み
る
と
、

お
で
ん
屋
の
酒
の
よ
し
あ
し
い
ひ
た
も
な
　
　
　
　
　
大
1
3
・
6
「
ホ
」

等
の
句
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
説
明
し
て
み
る
と
、
「
氷
柱
」
の
句
の
や
う
に

「
鋭
い
感
覚
」
を
主
眼
と
し
て
表
出
し
た
も
の
、
「
蠣
」
の
句
の
や
う
に
、
珍

ら
し
い
語
を
俳
句
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
、
「
打
水
や
」
の
旬
の
や
う
に
「
内
面

の
傾
斜
」
を
匂
は
ぜ
た
も
の
、
「
青
空
に
」
の
句
の
や
う
に
、
情
景
の
的
確
さ

と
、
色
彩
感
が
目
立
つ
も
の
∴
「
ど
ん
よ
り
と
」
の
句
の
や
う
に
叙
景
的
技
法

に
よ
っ
て
「
昏
い
感
情
」
を
打
出
し
て
ゐ
る
も
の
、
「
を
で
ん
や
の
」
の
句
か

ら
感
じ
ら
れ
る
「
を
か
し
み
」
の
表
出
と
い
っ
た
風
に
、
多
様
な
試
み
が
見
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
句
が
読
者
に
も
た
ら
す
感
情
を
考
へ
て
み
る
と
、

「
青
空
に
」
、
「
ど
ん
よ
り
と
」
の
句
が
や
ゝ
感
情
の
う
ね
り
を
感
じ
さ
せ
る
以

外
は
、
嗜
好
的
に
現
実
を
見
つ
め
た
感
情
が
主
と
な
っ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、

万
葉
調
体
験
以
後
は
、
「
を
か
し
み
」
の
系
譜
は
全
く
姿
を
消
し
、
自
己
内
面

を
全
面
的
に
表
出
す
る
傾
向
を
強
め
て
ゐ
る
。
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、

雪
の
上
に
魂
な
き
態
や
神
事
す
む

横
行
や
氷
下
魚
の
穴
に
海
経
る

白
磁
や
キ
ネ
マ
の
衛
鬱
然
と

大
1
5
・
6
「
ホ
」

昭
2
・
1
「
ホ
」

昭
2
・
9
「
ホ
」

氷
柱
し
か
と
握
り
し
め
を
り
掌

蝉
自
暴
気
味
指
に
し
っ
か
と
弛
ま
れ
て

打
水
や
離
れ
座
敷
の
あ
か
ず
の
戸

青
空
に
凧
小
さ
ゝ
よ
ひ
る
が
へ
る

月
な
が
ら
げ
に
げ
に
啄
木
鳥
の
つ
ゝ
く
こ
と

ど
ん
よ
り
と
利
尻
の
富
士
や
鰊
群
来

昭
和
俳
句
と
万
葉
集

大
1
0
・
3
　
京
麗
子

大
川
・
8
「
京
」

大
1
1
・
9
「
京
」

大
1
2
・
2
「
京
」

大
1
3
・
2
「
ホ
」

大
1
3
・
5
「
ホ
」

と
い
っ
た
句
を
旦
止
っ
た
も
の
と
す
る
の
で
も
り
、
そ
こ
に
万
葉
語
は
直
接
使

用
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
し
か
も
先
に
示
し
た
万
葉
調
の
句
と
同
じ
く
感
情
の
横

経
を
感
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
こ
と
は
、
見
方
を
操
へ
て
い
へ
ば
、
現

実
の
自
己
の
内
面
を
全
面
的
に
表
出
し
て
ゆ
こ
う
と
心
が
け
た
、
そ
の
過
程
に

万
葉
集
が
働
き
か
け
、
こ
の
や
う
な
作
風
を
定
着
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
と
い

ぶ
こ
と
で
、
そ
こ
に
誓
子
俳
句
に
働
き
か
け
た
万
葉
集
の
跡
を
認
め
て
ゆ
け

よ
る
ノ
。こ

れ
に
対
し
、
秋
桜
子
の
場
合
は
、
そ
れ
迄
見
せ
て
ゐ
た
、
微
細
な
唯
美
的

一
〇
五
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作風、野
川
溢
れ
て
夕
焼
す
な
り
水
馬

見
る
限
り
麓
火
ゆ
ち
ぎ
て
募
る
ゝ
か
な

と、

秋
晴
や
釣
橋
か
ゝ
る
町
の
申

船
宿
の
茶
も
そ
こ
く
に
翳
の
宿

と
ぶ
鮒
を
げ
ん
げ
の
中
に
押
へ
け
り

大
1
0
㌧
8
　
ホ
ト
ト
ギ
ス

大
1
2
・
1
「
ホ
」

大
1
2
・
〓
「
ホ
」

大
1
2
・
1
2
「
ホ
」

大
1
3
・
5
「
ホ
」

と
い
っ
た
一
椴
的
な
句
風
（
写
生
句
と
し
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
で
一
般
的
な
作
風
で

あ
っ
た
）
の
う
ち
、
前
者
を
押
し
進
め
て
、

寄
生
木
や
し
づ
か
に
移
る
火
事
の
雲
　
　
　
　
　
　
　
　
大
1
5
・
3
「
ホ
」

とか、白
樺
に
月
照
り
つ
ゝ
も
鳥
栖
の
霧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
1
5
・
1
2
「
ホ
」

こ
の
湖
に
鷹
舞
ひ
澄
め
る
紅
葉
か
な
　
　
　
　
　
　
　
大
1
5
・
1
1
「
ホ
」

と
い
っ
た
、
清
澄
な
且
つ
唯
美
的
な
景
の
典
型
を
描
き
、
そ
れ
と
一
体
に
な
っ

た
唯
美
感
情
を
感
知
せ
し
め
る
句
風
を
定
着
さ
せ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先

に
述
べ
た
や
う
に
秋
桜
子
が
万
葉
語
を
用
ひ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
し
た
唯

美
世
界
の
形
成
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
出
し
え
た
唯
美
感
情
、
そ
れ
が
作
家
を
深

く
規
定
し
、
逆
に
一
妓
素
材
を
用
ひ
で
も
さ
う
し
た
世
界
の
形
成
を
可
能
と
し

た
と
い
ぶ
こ
と
で
、
こ
こ
に
秋
桜
子
と
万
葉
調
の
関
は
り
合
の
意
義
を
見
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
両
者
の
作
風
に
関
連
し
て
、
両
者
の
俳
句
観
・
志
向
と
い
っ
た
も
の

を
締
出
し
て
み
る
な
ら
ば
、
善
子
は
芸
術
の
あ
り
方
と
し
て
、
「
芸
術
は
単
な

る
実
在
の
再
現
で
は
な
く
て
実
在
に
内
在
す
る
価
値
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
（
「
責
任
と
い
う
こ
と
」
大
1
4
・
4
　
京
麗
子
）
　
「
自
然
の
世
界
は
た
だ
あ

一
〇
六

る
が
塵
の
世
界
で
あ
る
。
所
謂
　
『
あ
る
』
世
界
で
あ
る
。
『
あ
る
』
　
世
界
は

『
あ
る
べ
き
』
世
界
と
は
全
然
別
個
な
存
在
で
あ
る
」
　
「
若
し
自
然
の
世
界
に

於
げ
ろ
事
象
が
価
値
と
関
連
せ
し
め
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
専
象
は
自
然
の
世

界
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
で
、
芸
術
の
世
界
に
於
げ
ろ
事
象
と
な
る
」
（
「
助

言
」
昭
2
・
3
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
言
ひ
、
文
芸
の
本
質
と
し
て
は
、
「
主
観

で
あ
り
、
主
観
は
客
観
（
形
式
）
を
通
し
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
要
約
）

（
「
俳
壇
の
趨
移
を
諭
ず
」
　
大
1
4
・
1
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
説
い
て
ゐ
る
。
自

己
の
内
面
と
表
現
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
象
徴
（
表
現
に
参
与
す
る
素
材

を
言
う
〃
楠
）
の
発
見
は
生
命
の
表
現
の
た
め
に
存
し
、
且
つ
両
者
は
密
接
な

る
交
流
関
係
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
　
（
「
象
徴
の
鋭
角
性
」
　
大
1
4
・
日
　
東
麗

子
）
　
「
私
は
こ
の
日
頃
、
三
つ
の
修
練
に
志
し
て
居
り
ま
す
。
生
命
の
滴
賽
に

対
す
る
修
練
が
そ
の
一
、
言
語
に
関
す
る
修
練
が
英
二
、
生
命
に
対
し
て
言
葉

を
最
も
柔
順
に
従
は
し
め
る
修
練
が
其
三
で
あ
り
ま
す
。
」
　
（
「
雑
詠
句
評
会
」

大
1
5
・
1
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
万
葉
語
の
使
用
は
、
こ
れ
ら

の
自
覚
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
自
己
の
内
面
を
的
確
に
表
出
す
る

た
め
に
現
実
の
事
象
を
、
芸
術
上
の
事
象
と
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
万
葉
語

を
用
ひ
た
と
い
ぶ
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
万
葉
語
だ

け
で
な
く
、
広
く
古
語
（
い
と
ゞ
し
き
等
は
其
一
例
）
も
使
凪
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
理
由
も
こ
ゝ
か
ら
理
解
さ
れ
て
く
る
。
＼
又
、
別
に
、
作
家
は
、
「
自
己
の

俳
句
に
対
し
て
全
人
的
の
努
力
を
傾
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
　
（
「
責
任
と
い

ふ
こ
と
」
大
1
4
・
4
　
京
麗
子
）
と
い
っ
た
考
へ
方
も
、
万
葉
調
周
辺
の
言
葉

と
し
て
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
ら
う
。

秋
桜
子
の
考
へ
方
の
う
ち
、
作
者
の
心
の
側
を
尊
重
し
、
一
句
の
調
べ
を
尊

重
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
「
写
生
を
根
本
と
す
る
以
上
、
主
観
（
心
＝
補
）
を

現
は
す
は
一
に
『
調
べ
』
に
托
す
る
よ
り
他
に
方
法
が
な
い
こ
と
は
明
白
な
理

由
な
の
で
お
る
。
」
「
私
は
真
の
俳
句
の
面
白
さ
、
導
き
は
全
く
『
調
べ
』
に
在

る
と
言
ふ
も
過
言
で
は
無
い
と
思
ふ
。
ま
た
我
々
が
写
生
の
精
神
は
自
由
な
る

調
べ
に
由
っ
て
、
は
じ
め
て
妙
境
に
至
り
得
る
も
の
だ
と
考
へ
る
」
（
「
近
代
句

私
紗
」
序
　
昭
2
・
9
　
破
魔
弓
発
行
所
刊
）
と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
感

情
を
表
出
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
ゐ
た
こ
と
、
言
葉
の
調
子
の
尊
重
に
触
れ
て

ゐ
る
訳
で
、
こ
ゝ
に
、
先
の
万
葉
調
に
見
ら
れ
た
な
だ
ら
か
な
声
調
と
の
深
い

照
応
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

俳
句
に
盛
る
べ
き
感
情
の
質
に
つ
い
て
は
、
「
『
寂
び
』
は
こ
れ
を
尊
敬
し
、

そ
の
風
格
を
生
ず
べ
く
己
が
人
格
を
鍛
練
す
る
の
は
実
に
結
構
な
こ
と
で
あ
る

が
、
徒
ら
に
『
寂
び
』
を
説
き
、
こ
れ
を
我
が
俳
句
に
表
は
さ
ん
と
す
る
に
至

っ
て
は
、
新
ら
し
さ
彫
刻
を
殊
更
に
煤
に
ま
み
れ
し
む
る
愚
と
何
等
え
ら
ぶ
所

が
な
い
の
で
あ
る
。
」
　
（
「
近
代
俳
句
私
考
L
 
H
　
昭
2
・
1
2
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）

と
い
び
、
従
前
の
閑
寂
的
な
情
緒
よ
り
は
な
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
更
に
俳

句
と
し
て
は
、
「
近
代
生
活
の
様
式
が
著
し
く
変
る
と
共
に
、
近
代
文
芸
は
当

然
の
結
果
と
し
て
大
な
る
影
響
を
受
け
た
。
之
を
我
国
に
就
て
見
る
に
最
も
顕

か
な
変
化
を
示
し
た
も
の
は
小
説
並
び
に
戯
曲
で
あ
る
。
元
来
、
我
が
国
近
代

の
生
活
と
い
ぶ
も
の
は
、
西
欧
諸
国
の
様
式
に
学
ぶ
所
が
多
い
の
で
、
共
通
の

芸
術
た
る
小
説
・
戯
曲
が
近
代
に
輩
出
し
た
西
欧
の
文
豪
の
作
品
を
摸
し
、
近

代
生
活
を
強
く
描
く
結
果
と
な
つ
た
こ
と
も
、
亦
決
し
て
あ
や
し
む
に
足
ら
ぬ

次
第
な
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
ゝ
に
俳
句
及
び
和
歌
は
日
本
特
有
の
芸

術
で
あ
っ
て
、
泰
西
の
文
明
に
影
響
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
最
も
少
な
い
。
即
ち

毅
然
と
し
て
時
流
の
外
に
立
っ
て
ゐ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
「
（
「
近
代
俳
句
私

考
」
㈲
　
昭
3
・
3
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
、
生
活
と
俳
句
と
の
関
係
に
つ
い
て
ぼ
、

昭
和
俳
句
と
万
葉
集

「
我
々
が
作
る
俳
句
は
、
本
来
の
性
質
と
し
て
、
生
活
に
即
す
る
よ
り
な
は
一

段
高
さ
所
を
目
指
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
小
説
・
戯
曲
は
ま
た
本
来
の
性
質

と
し
て
生
活
と
密
接
な
る
関
係
を
有
し
て
ゐ
る
。
」
「
此
点
が
俳
句
並
び
に
和
歌

と
根
本
的
に
相
違
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
は
近
代
人
と
し
て
生
活
し

つ
ゝ
も
芸
術
の
上
に
於
で
生
活
を
曝
露
す
る
必
要
を
認
め
な
い
。
」
「
生
活
句
論

者
の
主
張
に
従
へ
ば
、
我
々
は
家
事
悉
く
を
句
に
し
て
読
み
出
で
ね
ば
な
ら
ぬ
。

殊
に
私
な
ど
は
医
者
と
し
て
の
報
告
を
も
俳
句
の
上
で
吹
聴
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

考
へ
て
み
る
も
愚
か
し
を
限
り
で
あ
る
。
俳
句
は
か
ゝ
る
境
を
超
へ
た
所
を
目

標
と
す
る
か
ら
尊
い
の
で
あ
る
」
　
（
同
上
）
　
と
周
辺
を
規
定
、
直
接
に
は
、

「
澄
み
切
っ
た
主
観
」
　
「
気
品
の
す
ぐ
れ
た
句
」
　
「
元
氏
の
俳
句
に
敬
服
す
べ

き
理
由
は
第
一
に
そ
の
気
品
の
高
さ
ん
に
あ
る
」
　
「
此
句
が
成
功
し
て
い
る
所

以
は
ま
っ
た
く
感
じ
が
洗
錬
さ
れ
て
ゐ
る
為
め
だ
」
　
「
比
の
花
に
詩
を
見
出
し

た
作
品
の
心
を
尊
し
と
す
る
。
而
し
て
比
の
句
の
気
品
高
さ
に
敬
服
す
る
。
」

「
こ
れ
あ
る
が
為
に
何
等
句
の
品
位
が
傷
け
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
却
っ
て
全

体
と
し
て
の
面
白
味
を
増
し
て
く
る
。
」
「
此
句
に
就
い
て
も
私
は
気
品
の
高
さ

を
讃
美
し
た
い
と
思
ふ
。
」
「
私
は
気
品
の
傑
れ
た
句
で
な
け
れ
ば
決
し
て
頭
を

下
げ
な
い
。
」
「
砂
ま
み
れ
な
る
が
比
の
場
合
気
品
を
助
け
る
上
に
か
な
り
重
要

な
働
き
を
し
て
ゐ
る
。
」
「
此
句
を
諭
し
て
第
一
に
感
ず
る
の
は
気
品
が
非
常
に

高
い
こ
と
で
あ
る
。
」
　
と
い
っ
た
言
葉
で
表
は
さ
れ
、
気
品
を
作
品
の
上
に
あ

ら
は
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
人
格
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
「
か
か
る
高
雅
な
匂

ひ
は
結
局
作
者
の
人
格
そ
の
も
の
の
現
は
れ
と
い
う
よ
り
仕
方
が
あ
る
ま
い
」

「
一
句
全
体
を
貫
く
気
品
に
至
っ
て
は
、
全
く
作
者
の
人
格
で
、
学
ん
で
至
り

得
る
も
の
で
は
な
い
」
　
（
「
近
代
句
私
紗
」
）
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
勿
論
、
作
品
の
傾
向
と
円
循
的
に
絡
み
合
っ
て
生
み
出
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さ
れ
、
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
兎
に
角
俳
句
に
は
現
実
人
間
の
生

活
・
内
面
を
表
出
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
生
活
を
離
れ
た
、
同
時
に
閑
寂
的

な
情
緒
を
排
し
た
情
趣
、
雅
・
上
品
を
目
指
し
た
、
そ
こ
へ
万
葉
集
が
関
は
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
掲
げ
た
や
う
な
清
澄
な
唯
美
感
情
に
至
り
つ
い
た
と
考

へ
て
ゆ
く
こ
と
は
決
し
て
不
当
で
な
い
で
猛
ろ
う
。
そ
し
て
、
誓
子
と
比
べ
た

場
合
、
誓
子
が
現
実
に
生
き
る
人
間
の
内
面
に
万
葉
を
関
は
ら
せ
た
の
に
対
し
、

秋
桜
子
は
現
実
の
自
己
の
内
面
を
、
一
応
離
れ
た
美
的
範
蟻
を
創
る
こ
と
を
目

指
し
て
ゐ
た
訳
で
、
秋
桜
子
の
場
合
、
一
応
自
己
の
内
面
に
あ
る
美
的
規
範
が

形
づ
く
ら
れ
ゝ
ば
、
以
後
は
そ
れ
を
磨
き
上
げ
て
ゆ
け
ば
よ
い
と
い
ぶ
こ
と
に

な
り
、
そ
こ
ら
に
、
両
者
が
、
作
品
と
万
葉
集
を
関
は
ら
せ
る
こ
と
を
止
め
る

時
期
を
異
に
す
る
因
が
あ
つ
た
と
見
傲
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
、
万
葉
調
の
作
品
を
眺
め
た
場
合
、
「
昏
い
激
情
」
「
清
澄
な
唯
美
感
情
」
と

い
っ
た
語
で
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
出
来
た
感
情
の
存
在
、
「
生
命
の
表
出
」
「
雅

の
心
の
表
出
」
と
い
っ
た
語
で
自
覚
的
に
押
し
進
め
ら
れ
た
試
み
は
、
一
語
で

言
へ
ば
、
心
の
側
の
尊
重
に
塞
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ぶ
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
両
者
を
頂
点
と
す
る
、
感
情
を
全
面
的
に
打
出
し
て
ゆ
く

試
み
は
、
昭
和
俳
句
史
の
上
で
ど
の
や
う
な
意
義
を
も
つ
た
で
あ
ら
う
か
。

大
正
末
期
の
虚
子
は
、
「
俳
句
は
天
然
界
、
動
植
物
界
の
四
時
の
移
り
変
り

に
よ
っ
て
生
ず
る
現
象
を
結
締
に
研
究
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
人
事
界
の

現
象
を
極
め
て
溝
密
に
研
究
し
て
、
こ
1
に
始
め
て
季
題
な
る
も
の
を
編
成
す

る
の
で
あ
る
。
」
　
（
「
ど
ん
な
俳
句
を
作
っ
た
ら
い
い
か
」
大
7
・
7
　
ホ
ト
ト

ギ
ス
）
と
い
ぶ
考
を
踏
ま
へ
で
、
「
和
歌
は
煩
脳
を
賦
ふ
文
学
で
あ
り
、
俳
句

は
悟
り
を
、
駄
ふ
文
学
で
あ
る
」
（
「
和
歌
と
俳
句
と
の
境
地
の
相
違
」
大
1
5
・
2

一
〇
八

ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
い
ぶ
風
に
、
俳
句
に
盛
る
感
情
内
容
を
規
定
し
、
同
時
に
、

「
手
の
筋
肉
一
筋
足
の
筋
肉
一
筋
で
あ
つ
て
も
又
萱
一
本
小
猫
一
匹
で
あ
つ
て

も
自
然
の
姿
を
生
け
る
が
如
く
描
く
と
い
ぶ
こ
と
は
自
然
を
貴
ぶ
こ
と
で
あ
っ

て
、
な
ま
じ
ひ
自
己
の
主
観
な
ど
に
重
さ
を
匿
か
な
い
で
、
大
自
然
の
懐
に
安

住
す
る
や
う
な
心
持
で
」
　
「
小
さ
い
自
己
を
立
て
や
う
と
す
る
努
力
を
一
切
関

っ
て
、
大
自
然
の
一
行
を
忠
実
に
写
生
し
ょ
う
と
志
す
所
に
人
間
の
大
き
な
念

願
が
無
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
」
　
（
「
雑
詠
選
集
雑
記
L
 
e
　
大
1
2
・
3
　
ホ
ト
ト
ギ

ス
）
と
述
べ
て
、
小
事
物
の
描
写
を
推
し
、
そ
の
際
の
作
者
の
あ
り
方
を
、

「
蕪
村
で
も
芭
蕉
と
同
じ
く
、
ど
こ
ま
で
も
輿
味
本
位
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
」
が
、

「
近
代
の
句
」
は
そ
の
興
味
の
「
分
量
が
運
ぶ
。
現
は
れ
方
が
運
ぶ
と
思
ひ
ま

す
。
」
近
代
の
句
の
「
作
者
は
自
分
の
興
味
の
方
に
重
き
を
置
か
ず
に
、
客
観

の
事
実
の
方
に
重
き
を
置
い
て
ゐ
ま
す
」
　
（
「
写
生
俳
句
雑
話
」
大
1
2
・
5

ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
言
ひ
、
更
に
は
、
「
芭
蕉
の
や
う
な
俳
人
に
比
べ
る
と
、
我

等
の
句
は
平
凡
人
の
句
で
あ
る
。
我
等
は
平
凡
人
の
集
ま
り
で
あ
る
」
　
「
平
凡

な
境
涯
に
ゐ
る
と
い
ぶ
こ
と
が
即
ち
人
間
の
生
活
で
あ
る
」
そ
れ
で
、
「
芭
蕉

の
や
う
な
境
涯
の
句
は
固
よ
り
結
構
」
だ
が
、
「
併
し
な
が
ら
家
常
茶
飯
尋
を

描
い
た
句
で
あ
つ
て
も
、
さ
う
い
ぶ
鎖
純
な
こ
と
に
猶
趣
味
を
見
出
す
や
う
に

な
っ
た
と
い
ぶ
の
は
、
や
は
り
近
代
的
な
傾
向
で
あ
る
。
」
「
芭
蕉
の
や
う
な
句

に
対
し
て
近
代
の
句
は
」
　
「
事
実
を
さ
な
が
ら
に
見
る
如
く
描
い
て
ゐ
る
。
」

そ
れ
に
、
芭
蕉
の
句
は
、
「
芭
蕉
の
頭
を
透
し
て
色
彩
が
濃
厚
な
点
が
面
白
い
」

「
近
代
人
の
句
は
無
色
透
明
で
あ
る
。
作
者
の
頭
を
通
り
は
す
る
が
殆
ん
ど
其

処
で
色
は
つ
か
ぬ
。
た
だ
透
明
に
自
然
が
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
点
が
運
ぶ
の

で
あ
る
。
」
　
（
「
芭
蕉
の
境
涯
と
我
等
の
境
渥
」
大
1
2
・
5
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と

述
べ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
、
作
者
の
個
人
性
は
、
「
景
色
を
選
択
し
」
　
「
小
景
の

う
ち
に
趣
味
を
見
出
し
そ
れ
を
描
写
す
る
上
に
は
、
絶
大
な
る
作
者
の
主
観
が

働
い
て
ゐ
る
」
　
（
「
雑
詠
選
集
雑
記
」
日
大
1
2
・
2
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
い
ぶ

風
に
、
描
写
に
際
し
、
専
物
を
選
択
す
る
、
そ
こ
に
の
み
働
く
の
だ
と
い
う
考

へ
方
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。

以
上
の
こ
と
を
、
ま
と
め
て
述
べ
て
み
る
と
、
自
然
物
・
人
尊
を
素
材
と
す

る
俳
句
に
於
い
て
、
作
品
に
盛
る
感
情
は
、
根
本
は
悟
り
に
連
な
る
も
の
で
、

句
へ
の
あ
ら
は
れ
方
は
努
め
て
微
弱
な
も
の
と
し
、
同
時
に
、
そ
の
作
者
に
よ

る
特
殊
な
色
彩
と
い
っ
た
も
の
も
出
来
る
だ
け
排
し
、
主
眼
は
常
に
小
事
物
の

描
写
に
重
く
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
り
、
か
う
し
た
作
品
に
於
い
て
も
作
者
自

身
は
、
素
材
の
選
択
と
い
ぶ
点
で
働
い
て
ゐ
る
と
す
る
考
へ
方
な
の
で
あ
っ
て
、

作
品
と
し
て
は
、

ち
や
ば
檜
葉
に
飛
ぶ
蝶
の
輪
の
い
び
つ
か
な

政
道
火
や
闇
に
下
り
ゆ
く
蚊
一
つ

皆
を
紅
探
め
し
は
椿
か
な

倒
れ
ん
と
し
た
る
屏
風
を
支
へ
け
り

元と
し
を

冬
青

沈
丁

等
々
を
推
賞
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
共
通
な
特
色
と
い
ぶ
の
は
、
何

れ
も
事
物
の
小
部
分
・
小
景
を
視
覚
的
に
明
晰
に
写
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ

一
志
で
、
作
者
の
感
情
と
い
っ
た
も
の
は
感
知
出
来
ぬ
か
、
出
来
で
も
極
く
微

弱
な
も
の
で
し
か
な
い
。

こ
の
、
平
板
な
描
写
へ
の
偏
向
は
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
い
よ
く
そ
の
度

合
を
強
め
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
虚
子
の
理
論
の
側
か
ら
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
二

年
六
月
に
花
鳥
諷
詠
諭
を
唱
へ
、
そ
こ
で
、
「
花
鳥
諷
詠
と
申
し
ま
す
の
は
花

鳥
風
月
を
諷
詠
す
る
と
い
ぶ
こ
と
で
、
一
層
厳
密
に
云
へ
ば
、
春
夏
秋
冬
四
時

の
移
り
変
り
に
よ
っ
て
起
る
自
然
界
の
現
象
、
並
に
そ
れ
に
伴
ふ
人
事
界
の
現

昭
和
俳
句
と
万
葉
集

象
を
諷
詠
す
る
の
詞
で
あ
り
ま
す
。
」
（
「
虚
子
句
集
」
序
　
昭
3
・
6
刊
）
「
広

い
文
壇
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
が
あ
っ
て
よ
い
訳
で
あ
り
ま
す
。
人
情
世
相
を

描
き
人
事
の
纏
綿
葛
藤
を
解
剖
し
描
写
し
た
、
戯
曲
・
小
説
の
類
が
盛
ん
な
の

も
ま
こ
と
に
結
構
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
が
そ
の
傍
に
し
ば
ら
く
人
事
の
葛
藤

纏
綿
か
ら
離
れ
て
、
自
然
に
愛
情
を
注
ぎ
、
又
そ
れ
に
酬
ゆ
る
自
然
の
愛
情

を
享
愛
し
て
自
然
を
描
写
す
る
文
芸
が
あ
つ
て
も
差
支
な
い
訳
で
あ
り
ま
す
」

（
「
花
鳥
諷
詠
」
昭
4
・
2
　
昭
和
三
年
半
ば
頃
の
稿
）
と
い
ふ
風
に
俳
句
の
素

材
、
盛
る
べ
き
感
情
の
あ
り
方
に
就
い
て
説
明
し
っ
ゝ
、
「
俳
句
の
方
は
形
が

短
い
為
め
か
句
に
精
進
す
る
も
の
ゝ
多
い
為
め
か
、
恐
く
両
者
が
原
因
を
為
し

て
ゐ
る
こ
と
ゝ
思
ふ
が
、
花
鳥
風
月
の
写
生
と
い
ぶ
こ
と
ゝ
、
自
己
胸
奥
の
熱

情
を
う
た
ふ
と
い
ぶ
こ
と
が
合
致
し
て
、
唯
一
不
二
の
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
こ

と
に
己
に
久
し
い
」
　
（
「
写
生
主
義
」
　
昭
4
・
3
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と
い
ふ
考

へ
方
を
明
ら
か
に
す
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
説
明
す
る
迄
も
な
く
、
大
正
末
期
の
考
へ
方
を
一
歩
進
め
た
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
近
代
的
な
文
芸
観
の
場
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
凡
そ
時
代
錯

誤
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
、
極
め
て
大
ま
か
な
言
ひ
方
で
し
か
な

い
が
、
よ
り
現
実
的
で
あ
ら
う
と
し
、
よ
り
個
性
的
で
あ
ら
う
と
し
た
近
代
文

芸
の
歩
み
に
対
し
、
作
品
に
盛
る
作
家
の
内
面
を
現
実
か
ら
遊
離
し
た
も
の
－

－
悟
り
に
選
る
T
I
I
と
定
め
た
り
、
個
性
的
な
色
彩
を
作
品
が
も
つ
こ
と
を
排

し
た
り
、
更
に
は
形
の
描
写
の
み
に
詩
を
限
定
し
て
ゆ
く
と
い
ぶ
こ
と
は
、
全

く
逆
な
歩
み
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
や
う
な
虚
子
の
考
へ
方

を
実
践
し
た
も
の
と
し
で
は
、
高
野
索
十
の
、

落
葉
道
み
づ
う
み
見
え
て
下
り
か
な

岩
す
べ
る
水
に
う
つ
ふ
す
椿
か
な

昭
3
・
1
「
ホ
」

昭
3
・
5
「
ホ
」

一
〇
九
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一
輝
の
庇
つ
き
開
く
辛
夷
か
な

昭
3
・
6
「
ホ
」

等
が
推
さ
れ
る
と
い
ぶ
状
態
と
な
っ
て
ゐ
る
。

秋
桜
子
が
、
か
う
し
た
状
態
を
、
「
現
今
の
よ
う
に
技
巧
が
な
く
で
は
駄
目

だ
。
も
れ
な
ら
二
三
年
修
行
す
れ
ば
皆
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」
　
（
前
出
）
と

考
へ
、
そ
れ
に
抗
す
る
た
め
に
千
葉
調
を
試
み
た
こ
と
は
、
先
出
の
文
に
示
し

た
通
り
で
あ
る
が
、
誓
子
に
あ
つ
て
も
、
「
過
去
の
俳
句
は
『
素
材
』
と
『
表

現
様
式
』
と
に
於
で
貧
困
と
い
ぶ
こ
と
で
登
っ
た
。
作
家
は
所
謂
伝
統
俳
句
的

素
材
と
所
謂
俳
句
表
現
様
式
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
縛
り
つ
け
、
ど
う
に
も
動
き

の
と
れ
な
い
も
の
に
し
て
ゐ
る
」
　
「
俳
句
は
夜
盲
症
に
罷
っ
て
ゐ
る
。
俳
句
に

光
を
」
　
「
私
の
句
作
に
於
げ
ろ
努
力
は
、
素
材
と
表
現
様
式
と
の
二
万
両
に
向

け
ら
れ
た
。
素
材
に
就
て
は
『
あ
り
き
た
り
の
も
の
』
を
揆
発
す
る
意
味
に
於

て
『
あ
り
き
た
り
で
な
い
も
の
』
を
。
表
現
様
式
に
就
て
は
、
み
す
ぼ
ら
し
く

も
、
偏
狭
な
る
『
俳
句
的
表
現
様
式
』
を
擬
無
す
る
意
味
に
於
で
『
新
し
さ
表

現
様
式
』
を
、
時
に
短
歌
の
表
現
様
式
を
」
（
「
句
集
『
凍
港
』
　
の
こ
と
ど
も
」

昭
7
・
6
　
か
つ
ら
ぎ
）
と
記
し
て
、
偏
狭
な
る
俳
句
的
表
現
様
式
（
描
写
主

義
的
作
風
を
指
し
て
ゐ
た
）
に
抗
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
実
際
問
題
と
し
て
、
先
記
の
や
う
な
描
写
主
義
へ
の
偏
向
に
対
し

て
、
先
づ
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
豊
か
な
感
情
世
界
の
回
復
で
あ

り
、
現
実
人
間
の
内
面
を
さ
な
が
ら
に
打
出
す
と
い
ぶ
試
み
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
誓
千
・
秋
桜
子
が
そ
こ
に
力
を
注
ぎ
、
そ
れ
が
俳
壇
の
論
議
の
対
象
と
な

っ
て
い
つ
た
こ
と
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い

へ
よ
う
。
そ
れ
に
、
秋
桜
子
の
流
れ
か
ら
鰍
邸
・
波
郷
が
出
、
誓
子
の
流
れ
か

ら
三
鬼
・
不
死
男
・
多
佳
子
な
ど
が
出
た
と
い
ふ
こ
と
も
、
こ
の
抒
情
（
広
義

の
）
の
回
復
と
い
ぶ
試
み
が
、
近
代
俳
句
へ
の
重
要
な
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を

一

一

〇

示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
も
万
葉
調
　
－
　
昭
和
俳
句
に
関
は
つ
た

万
葉
集
　
－
　
の
意
義
と
い
っ
た
も
の
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
さ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
万
葉
集
に
即
し
て
い
へ
ば
、
昭
和
俳
句
に
関
は
り
つ
ゝ
、
そ

こ
に
豊
か
な
感
情
世
界
を
回
復
せ
し
め
る
強
い
働
き
か
け
を
も
つ
た
と
い
ふ
こ

と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ゝ
万
葉
が
真
の
古
典
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
①
　
『
吉
野
の
鮎
』
高
木
市
之
助
博
士
著
　
昭
1
6
・
9
　
岩
波
書
店
刊

二
二
四
頁
、
三
五
三
頁
。

②
　
大
正
十
一
年
四
月
　
二
人
が
出
会
っ
て
か
ら
は
、
東
大
俳
句
会
で
も
親

し
く
交
は
り
、
（
「
山
口
哲
子
諭
」
秋
桜
子
　
昭
3
・
6
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
、

『
高
浜
虚
子
』
同
上
　
昭
2
7
・
1
2
　
文
芸
春
秋
薪
社
刊
、
「
回
想
の
秋

桜
子
」
昭
1
2
・
9
　
俳
句
研
究
）
、
俳
句
上
の
試
み
も
同
じ
方
向
を
辿

ら
う
と
′
（
「
句
集
『
凍
港
』
の
こ
と
ど
も
」
　
昭
1
・
6
　
か
つ
ら
ぎ
）

し
た
や
う
で
あ
る
。

佐
々
木
信
綱
博
士
著
「
万
葉
辞
典
」
に
拠
っ
た
。
以
下
同
。

『
日
本
文
学
の
環
境
』
高
木
市
之
助
博
士
著
　
昭
2
7
・
5
、
四
十
九
頁
。

こ
の
諸
作
の
特
性
を
挙
げ
る
根
拠
を
、
当
時
、
哲
子
が
心
掛
け
た
諸
点

が
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
点
に
置
い
た
。
文
芸
上
の
規
準
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
。

「
ホ
」
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
略
、
「
京
」
は
「
京
麗
子
」
の
略
。

和
泉
式
部
縁
起
に
つ
い
て

誠
心
院
所
蔵
和
泉
式
部
縁
起
は
上
下
二
巻
繊
本
着
色
の
絵
巻
で
あ
る
。
天
地
三
二

泉
涌
寺
末
寺
誠
心
院
泉
式
部

縁
起
彼
院
主
歎
二
旧
記
之
陵
夷
一
虜
二
瞥
福

之
門
戸
一
新
置
檎
了
伏
一
覧
之
次
感
二
彼
志
一

染
二
兎
墓
一
着
也

・
寛
永
廿
季
小
春
下
旬

戒
受
蕃轟

除
塵
眞
書
焉
（
繋
）
（
蕎
）

′
l
i
．
＼

大

　

橋

　

　

溝

　

秀

・
五
セ
ン
チ
、
下
巻
の
奥
に
、

と
あ
り
、
山
城
名
勝
志
巻
四
に
よ
れ
ば
、
誠
心
院
は
「
号
二
小
御
堂
一
、
元
在
二
一
条
ノ
北
小
川
一
、
隣
二
誓
願
寺
一
也
、
近
世
誓
願
寺
遷
二
三
条
一
之
時
、
同
遷
二
彼
ノ
寺
ノ
南
、

俗
云
二
和
泉
式
部
ノ
寺
一
、
今
律
院
為
一
束
涌
寺
末
寺
一
、
」
と
お
っ
て
、
誠
心
院
々
主
向
井
俊
恭
氏
の
お
話
に
よ
る
と
、
戒
受
電
は
無
専
光
院
良
純
法
親
王
、
知
恩
院
門
跡

第
一
代
、
以
心
庵
と
も
い
び
、
寛
文
九
年
八
月
一
日
新
善
光
寺
（
泉
涌
寺
塔
頭
）
に
居
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
寛
永
廿
年
の
春
に
は
誠
心

院
蔵
和
泉
式
部
縁
起
が
出
来
て
居
り
、
「
欺
旧
記
之
陵
夷
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
と
全
く
同
一
の
も
の
か
、
或
は
詞
葦
の
み
の
も
の
か
が
、
寛
永
廿
年
以
前

に
既
に
あ
っ
た
と
思
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
宅
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
今
は
向
井
俊
恭
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
、
誠
心
院
蔵

和
泉
式
部
縁
起
を
出
来
る
限
り
原
文
に
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
原
文
の
変
体
仮
名
は
現
行
の
平
仮
名
に
、
異
体
漢
字
は
一
部
を
除
い
て
現
行
の
漢
字

に
改
め
た
。
尚
漢
字
は
も
と
の
書
体
に
近
い
正
字
体
と
略
字
体
と
を
そ
れ
ぞ
れ
用
ゐ
た
。
難
読
の
箇
所
に
は
傍
線
を
施
し
、
（
　
）
に
入
れ
た
も
の
は
私
の
詳
記
で
あ
る
。

次
に
誓
願
寺
縁
起
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
置
き
度
い
。
前
に
記
し
た
山
城
名
勝
志
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
や
う
に
、
誠
心
院
は
誓
願
寺
に
古
く
か
ら
隣
接
し

和
泉
式
部
縁
起
に
つ
い
て
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