
高
野
素
十
研
究

Ｏ

｜

「
踊
子
」
の
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
１

　
高
野
素
十
に
次
の
一
句
が
あ
る
。

　
　
づ
か
く
と
来
て
踊
子
に
さ
ヽ
や
け
る
　
　
　
　
　
素
十

　
山
本
健
吉
氏
は
こ
の
句
に
つ
い
て
、
『
現
代
俳
句
』
の
中
で
こ
う
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
（
解
釈
に
個
人
の
意
が
加
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
全
文
を
掲

載
す
る
。
筆
者
）

　
　
　
一
刷
毛
の
荒
々
し
い
デ
ッ
サ
ン
で
盆
踊
り
風
景
の
一
能
を
力
強

　
　
く
鮮
明
に
描
き
出
し
た
。
ド
ガ
の
よ
う
な
動
き
の
コ
瞬
を
捕
え
た

　
　
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
。
そ
の
動
き
を
と
ら
え
た
だ
け
で
、
そ
の
男
女

　
　
の
説
明
は
何
一
つ
不
要
な
の
で
あ
る
。
何
を
さ
さ
や
い
た
か
も
不

　
　
要
で
あ
る
。
だ
が
リ
ズ
ム
に
乗
っ
た
踊
り
場
の
秩
序
を
乱
す
あ
る

　
　
空
気
の
動
揺
は
確
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
二
人
の
男
女
の

　
　
表
情
も
ー
。
言
わ
ば
、
フ
ィ
ル
ム
の
回
転
を
突
然
止
め
た
映
写
幕

貪
　
　
田

紘
　
　
文

の
、
動
き
を
や
め
た
人
物
像
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
。
主
情
を
殺

し
た
、
作
者
の
目
の
動
き
と
デ
ッ
サ
ン
の
確
か
さ
を
、
こ
の
句
か

ら
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
概
し
て
素
十
の
句
は
、
鑑
賞
の
言
葉
に
窮
す
る
も
の
が
多
い
。

そ
こ
に
主
情
を
殺
し
た
眼
の
働
き
と
デ
ッ
サ
ン
の
確
か
さ
と
を
読

み
取
れ
ば
よ
い
。
彼
の
句
は
お
お
む
ね
特
異
な
風
景
で
は
な
く
、

誰
の
目
に
も
触
れ
る
あ
り
ふ
れ
た
風
景
だ
。
だ
が
、
誰
も
ほ
ん
と

う
に
は
見
な
か
っ
た
風
景
な
の
だ
。
見
よ
う
と
い
う
意
志
と
忍
耐

と
を
待
っ
た
者
の
み
が
見
得
る
風
景
な
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
一
　
一
　
一
一
　
・
帰
一
一
一

　
後
記
。
こ
の
句
は
作
者
が
外
遊
中
の
作
と
言
う
。
で
は
こ
の
句

か
ら
わ
れ
わ
れ
が
日
本
の
盆
踊
り
風
景
を
想
い
描
く
の
は
誤
り
で

あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
作
者
自
身
季
語
と
し
て
、

　
「
踊
子
」
を
使
っ
て
い
る
以
上
、
盆
踊
り
の
句
と
し
て
鑑
賞
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
一
一
　
・
・
●
　
・
一
　
●
　
一

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
が
感
動
を
得
た
実
際

８



　
一
　
・
・
　
一
　
一
　
　
ｅ
　
●
　
一
　
Ｉ
　
－
　
・
　
一
　
一
　
・
　
一
　
・
　
Ｉ
Ｉ
　
・
　
・
・
・
　
・

の
出
来
事
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
踊
り
場
風
景
に
お
い
て
で
あ
る
。

だ
が
提
出
さ
れ
た
作
品
は
、
そ
の
上
う
な
事
実
か
ら
移
調
さ
れ
た

世
界
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
作
者
は
こ
の
句
に
お
い
て
、
西
洋
を
暗

示
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
言
葉
を
も
用
い
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

鑑
賞
の
対
象
は
飽
く
ま
で
も
作
品
で
あ
っ
て
、
背
後
の
事
実
で
は

な
い
。
作
品
は
そ
の
背
後
の
経
験
よ
り
も
、
い
ち
だ
ん
高
い
次
元

に
結
晶
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
写
生
と
は
、
決
し
て
事
実
を
尊
重

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
（
傍
点
筆
者
）

　
こ
の
後
記
に
お
い
て
山
本
氏
は
「
作
者
が
外
道
中
の
作
≒
作
者
が
感

動
を
得
た
実
際
の
出
来
事
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
踊
り
場
風
景
に
お
い
て

で
あ
る
」
と
断
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
踊
子
」
の
句
は
、
素
十
が
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国

し
て
二
年
後
、
新
潟
市
郊
外
の
村
で
の
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
小
論
で
は
「
踊
子
」
の
句
に
対
す
る
山
本
氏
以
降
の
解
釈
を
い
く
つ

か
あ
げ
、
そ
の
上
で
「
踊
子
」
の
句
の
鑑
賞
を
試
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
�

　
づ
か
く
と
未
て
踊
子
に
さ
ヽ
や
け
る
　
　
　
　
　
素
ト

こ
の
句
に
対
す
る
諸
説
を
列
記
し
て
み
よ
う
。

頃
　
沢
本
状
一
氏
（
『
近
代
俳
句
大
観
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
二
年
）

　
　
農
村
の
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
盆
踊
り
風
景
で
、
や
ぐ
ら
を
中

　
心
に
男
女
が
輪
を
作
っ
て
踊
る
。
踊
り
子
は
う
ら
若
い
女
性
で
、

　
ず
か
ず
か
と
来
て
さ
さ
や
く
の
は
村
の
青
年
で
あ
る
。
青
年
の
無

　
遠
慮
き
、
大
胆
さ
が
「
づ
か
／
宍
と
米
て
」
に
活
写
さ
れ
て
い
る

　
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
の
男
女
の
特
殊
な
親
蜜
さ
を
作
者

　
は
驚
き
と
好
感
を
も
っ
て
な
が
め
て
い
る
。
山
本
健
吉
は
「
ド
ガ

　
の
よ
う
な
動
き
の
一
瞬
を
抽
え
た
デ
ッ
サ
ン
」
と
し
、
「
彼
の
句
は

　
お
は
む
ね
特
異
な
風
景
で
は
な
く
、
誰
の
目
に
も
触
れ
る
あ
り
ふ

　
れ
た
風
景
だ
。
だ
が
、
誰
も
本
当
に
は
見
な
か
っ
た
風
景
な
の
だ
。

　
見
よ
う
と
い
う
意
志
と
忍
耐
と
を
持
つ
者
の
み
が
見
得
る
風
景
な

　
の
だ
」
ス
現
代
俳
句
』
）
と
い
う
が
、
こ
の
句
な
ど
あ
り
ふ
れ
た
盆
踊

　
り
風
景
で
あ
り
な
が
ら
、
踊
り
の
雰
囲
気
の
原
票
を
お
さ
え
て
い

　
る
。
健
吉
は
こ
の
句
を
作
者
外
遊
中
の
作
と
し
て
い
る
が
、
新
潟

　
市
近
郊
で
あ
ろ
う
。
同
年
作
に
「
弁
当
を
負
う
て
祭
の
群
集
か
な
」

　
　
「
祭
見
や
こ
ぶ
の
爺
の
あ
こ
に
を
る
」
な
ど
が
あ
る
。

問
　
鶯
谷
七
菜
子
氏
（
『
国
文
学
』
学
燈
杜
、
昭
和
五
六
年
二
月
号
）

　
　
こ
の
句
の
持
っ
て
い
る
雰
囲
気
は
今
ま
で
あ
げ
た
句
と
は
が
ら

　
り
と
変
わ
る
。
こ
の
句
か
ら
大
方
が
連
想
す
る
の
は
ド
ガ
の
踊
り

　
子
の
よ
う
な
光
景
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
の
踊
子
は
季
語
で
盆
踊
り

　
の
踊
り
子
を
指
す
が
、
盆
踊
り
の
光
景
と
い
う
よ
り
、
舞
台
の
袖

　
で
出
を
待
つ
バ
レ
リ
ー
ナ
た
ち
を
思
い
浮
べ
る
方
が
ぴ
っ
た
り
す

　
る
。
一
つ
の
ス
ナ
ッ
プ
だ
が
、
「
づ
か
く
」
と
捉
え
た
男
子
の
姿

　
よ
り
、
さ
さ
や
か
れ
た
踊
子
の
張
り
き
っ
た
肢
体
や
目
の
動
き
な

　
ど
の
方
が
明
確
に
浮
び
上
っ
て
く
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。

㈲
　
竹
腰
幸
夫
氏
（
『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』
至
文
堂
、
昭
和
五
八

　
年
二
月
号
）

９



　
　
〈
こ
の
句
は
作
者
の
外
道
中
の
作
土
山
本
健
古
『
現
代
俳
句
（

　
上
）
』
）
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
う
な
ら
ば
、
「
踊
り
子
」
は
当
然

　
外
国
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
素
十
は
、
外
遊
か
ら
約
二

　
年
経
て
「
弁
当
を
負
う
て
祭
の
群
集
か
な
」
な
ど
の
句
と
と
も
に

　
　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
十
月
号
雑
詠
に
発
表
す
る
時
は
、
「
踊
り
子
」
を

　
季
題
と
す
る
盆
踊
り
の
句
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
〈
こ
の
句
か

　
ら
大
方
が
連
想
す
る
の
は
ド
ガ
の
踊
り
子
の
よ
う
な
光
景
で
あ
る

　
う
〉
し
〈
舞
台
の
袖
で
出
を
待
つ
バ
レ
リ
ー
ナ
た
ち
を
思
い
浮
べ

　
る
方
が
ぴ
っ
た
り
す
る
〉
（
荒
谷
七
菜
千
『
国
史
学
し
と
考
え
る
の

　
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
が
句
と
し
て
も
清
新
な
輝
き
を

　
持
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
、
素
十
は
自
ら
、
そ
う
し
た
輝
き
を
持
つ

　
句
の
世
緊
へ
の
展
開
を
、
そ
の
吋
能
性
を
放
棄
し
た
よ
う
に
思
え

　
る
。
西
洋
で
の
実
質
的
写
生
を
、
二
年
後
の
日
本
の
場
に
置
き
換

　
え
る
技
は
、
素
ト
に
従
え
ば
、
丁
度
「
蟻
地
獄
」
の
陽
介
の
〈
楽

　
の
芸
術
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
だ
と
し
た
ら

　
彼
の
〈
苦
の
芸
術
〉
の
ぢ
が
、
勺
と
し
て
は
美
し
さ
と
可
能
性
に

　
尚
も
、
ま
た
、
よ
り
脈
子
の
句
の
世
緊
に
も
近
い
む
の
で
あ
っ
た

　
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

岡
　
飴
由
貴
氏
（
『
俳
壇
』
本
阿
弥
占
山
ス
昭
和
六
ト
午
八
月
号
）

　
　
　
　
踊
子
よ
あ
す
は
白
ｍ
の
草
ぬ
か
ん
　
　
　
去
来

　
　
　
　
叙
入
に
も
ど
っ
て
京
の
を
ど
り
か
な
　
　
　
　
許
六

　
　
　
　
か
の
後
家
の
後
ろ
に
踊
る
孤
か
な
　
　
　
犬
峨

　
　
　
　
淡
湖
に
踊
の
足
を
あ
ら
ひ
け
リ
　
　
　
硝
外

　
　
　
　
海
の
卜
に
川
も
よ
す
が
ら
盆
踊
　
　
　
花
谷

　
　
　
づ
か
／
～
と
来
て
踊
子
２
０
’
や
け
る
　
　
　
素
十

　
古
句
の
方
に
は
踊
の
背
後
に
あ
る
季
節
慾
が
鋭
く
で
て
い
る
の

に
、
明
治
に
入
っ
て
新
暦
を
採
用
し
て
か
ら
の
踊
に
は
、
季
節
の

感
受
が
弱
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
高
野
素
十
の
句
は

ド
イ
ツ
四
田
掌
中
の
作
で
あ
り
、
ド
ガ
の
踊
ド
の
絵
や
ロ
ー
ト
レ
ッ

ク
の
酒
場
の
絵
な
ど
が
す
ぐ
に
目
に
う
か
よ
ほ
ど
に
、
印
象
鮮
烈

な
一
句
で
あ
る
が
、
こ
の
盆
踊
の
句
で
は
な
い
も
の
ま
で
を
、
作

者
も
、
あ
る
い
は
ま
た
歳
時
記
な
ど
の
編
者
が
「
踊
」
の
頂
で
、

盆
踊
の
句
と
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
ず
い
ぶ
ん
乱
暴
な

こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
か
。

　
以
上
頃
～
］
円
の
四
氏
の
解
釈
及
び
冗
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
山
本
氏
の
、

　
『
現
代
俳
句
』
の
説
、
「
外
遊
中
の
作
」
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
訳
本
氏
だ
け
は
「
新
潟
市
近
郊
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
さ
れ
、
ニ
の

句
の
作
ら
れ
た
場
所
の
指
定
に
異
な
り
を
見
せ
て
い
る
。

　
こ
の
作
旬
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
句
の
素
材

　
二
限
ド
）
を
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
ド
ガ
の
踊
り
千

の
よ
う
な
光
景
ソ
竹
谷
・
竹
腰
・
治
山
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
農
村

の
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
盆
踊
り
風
景
」
（
、
副
本
・
山
本
り
‥
場
所
は
ド
イ

ツ
で
あ
る
が
、
一
句
は
盆
踊
り
と
し
て
描
く
）
で
あ
る
の
か
、
で
あ
る
。

　
ゝ
一
の
句
の
解
釈
も
、
そ
し
て
鑑
賞
も
、
そ
の
卜
で
の
こ
と
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
、

10



　
　
　
　
　
�

　
素
十
の
ド
イ
ツ
留
学
と
そ
の
間
の
俳
句
作
品
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ

　
大
正
二
年
四
月
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
に
入
学
し
て
、
大
正
七
年
十

一
月
に
卒
業
。
そ
し
て
同
大
学
法
医
学
教
室
に
大
局
、
三
田
定
則
教
授

の
下
で
法
医
学
及
び
血
清
学
を
専
攻
。
昭
和
七
年
七
月
、
新
潟
医
科
大

学
法
医
学
助
教
授
と
な
り
、
同
年
十
月
に
文
部
省
よ
り
ド
イ
ツ
留
学
を

命
ぜ
ら
れ
る
。

　
昭
和
七
年
十
一
月
二
日
、
東
京
発
。
同
四
日
、
神
戸
港
に
て
上
船
。

十
二
月
九
日
、
ド
イ
ツ
国
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
着
。

　
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ダ
大
学
血
清
学
教
皇
に
て
サ
ッ
ク
ス
教
授
、
細
菌
学

教
室
ゴ
ッ
チ
リ
ッ
ヒ
教
授
に
師
事
。
留
学
中
の
論
文
と
し
て

　
田
パ
ラ
チ
フ
ス
腸
炎
系
の
病
原
菌
に
対
す
る
各
種
鑑
別
診
断
用
血
清

　
の
利
点
に
つ
い
て
（
「
免
疫
研
究
雑
誌
」
八
二
巻
＝
一
九
三
四
年
）

　
開
梱
体
の
不
活
性
化
に
つ
い
て
、
特
に
各
種
の
処
理
に
よ
る
四
要
素

　
　
に
つ
い
て
（
「
免
疫
研
究
雑
誌
」
八
七
巻
一
～
二
号
＝
一
九
三
六

　
　
年
）

　
開
蛇
毒
に
よ
る
梱
体
活
性
化
と
梱
体
不
活
性
化
の
調
和
に
つ
い
て

　
　
　
（
同
前
）

の
三
つ
を
素
十
は
書
い
て
い
る
。
、

　
昭
和
九
年
十
二
月
十
四
日
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
を

経
て
帰
国
。
昭
和
十
年
一
月
、
新
潟
医
科
大
学
法
医
学
部
教
授
と
な
り
、

翌
年
二
月
に
医
学
博
士
の
学
位
を
受
け
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
約
二
年
間
の
留
学
期
間
中
に
、
素
十
は
二
四
六
句
を

日
本
へ
送
っ
て
来
て
い
る
。
そ
の
俳
句
の
ほ
と
ん
ど
が
文
章
の
中
に
挿

入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
表
の
月
と
掲
載
誌
な
ど
は
次
の

表
の
如
く
で
あ
る
。
（
次
頁
参
照
）

　
　
　
　
　
�

　
さ
て
、
素
十
の
「
踊
子
」
の
句
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
昭
和
ト
ー
年

十
月
号
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
唐
子
選
の
雑
詠
巻
頭
句
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
草
市
に
つ
き
し
一
荷
は
鶏
頭
花
　
　
新
潟
　
高
野
素
十

　
　
づ
か
く
と
来
て
踊
子
２
４
’
や
け
る
　
　
　
同

　
　
夏
草
に
葺
き
か
は
り
を
リ
鴨
番
屋
　
　
　
同

　
　
弁
当
を
負
う
て
祭
の
群
集
か
な
　
　
　
同

　
　
の
四
句
中
の
フ
句
で
あ
る
。
こ
の
号
の
準
巻
頭
作
家
は
皿
井
旭
川
で

あ
り
、
以
下
、
五
十
嵐
接
木
・
山
口
貴
姉
・
富
安
風
生
・
岡
田
歌
陽
・

野
打
消
月
・
中
村
汀
女
・
高
浜
と
し
を
・
星
野
立
子
・
池
内
友
次
郎
・

川
端
茅
舎
…
…
…
と
つ
づ
く
。

　
　
問
題
の
「
踊
子
」
の
句
は
、
「
新
潟
　
高
野
素
十
」
と
し
て
投
稿
さ
れ

　
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
句
の
初
出
は
そ
の
前
月
、
つ
ま
り
昭
和
十
一

　
年
九
月
号
の
俳
誌
「
ま
は
ぎ
」
に
、
「
近
郊
の
こ
と
」
と
題
し
た
素
十
の

こ
入
章
中
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

す
い
っ
ち
ょ
の
鳴
く
葎
あ
る
踊
か
な

踊
笠
か
む
り
て
肩
の
聳
え
た
り

蝉
な
か
す
子
の
あ
ち
こ
ち
す
踊
か
な

輝
か
と
ぶ
踊
櫓
の
提
灯
に

素

十

同同同

１１
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た
え
ず
と
ぶ
踊
櫓
の
灯
取
虫

　
　
真
菰
も
て
巻
き
し
手
摺
や
音
頭
取
る

　
　
づ
か
く
と
未
て
踊
子
２
０
’
や
き
ぬ

　
　
踊
の
輪
ひ
ろ
く
て
人
の
数
さ
び
し

　
　
こ
の
村
の
早
く
果
て
た
る
踊
か
な

　
こ
れ
ら
の
九
句
の
背
景
が
「
近
郊
の
こ
と
」

い
る
の
で
、
抄
出
す
る
と
、

同同同

　
　
同

　
　
同

に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て

　
こ
の
夏
は
吉
右
衛
門
一
座
が
旅
興
行
に
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
話
は
誰
か
書
く
と
い
ふ
話
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
盆
踊
を
見
た
話

で
も
し
よ
う
か
。
（
中
略
）
そ
こ
で
話
は
鳥
屋
野
村
の
盆
踊
の
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
村
に
は
頌
徳
天
皇
の
御
遺
跡
や
憎
親

鸞
の
遺
跡
が
そ
こ
こ
ヽ
に
あ
り
、
こ
ヽ
の
踊
と
い
ふ
も
の
も
親
鸞

上
人
の
教
へ
た
も
の
と
も
、
或
は
順
徳
天
皇
の
お
つ
き
の
女
官
達

が
大
層
窮
迫
さ
れ
て
食
を
求
め
た
時
の
踊
だ
と
も
伝
は
っ
て
を
る

さ
う
で
、
ロ
ッ
カ
イ
節
と
い
ふ
の
は
ど
う
書
く
の
か
、
六
階
と
で

も
書
く
か
七
つ
の
踊
の
手
が
あ
り
、
鳥
屋
野
、
あ
ね
さ
、
切
り
込

み
、
弓
取
り
、
た
ま
へ
、
藤
の
花
等
の
そ
れ
ぐ
名
前
が
あ
る
。

盆
踊
り
と
し
て
は
相
当
こ
み
入
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
等
の
踊

の
名
前
か
ら
も
何
か
由
緒
が
あ
り
さ
う
な
気
が
す
る
。
（
中
略
）
見

て
い
て
誠
に
も
の
静
か
な
、
雅
び
た
、
寧
ろ
も
の
足
り
な
い
位
頂

雑
昧
の
な
い
さ
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
新
潟
と
い
ふ
や

う
な
品
の
な
い
町
の
す
ぐ
そ
ば
に
か
う
い
ふ
踊
が
今
に
保
存
さ

れ
て
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
誠
に
珍
ら
し
い
こ
と
と
云
は
ね
ば
な

る
ま
い
。
尤
も
例
の
僕
の
側
の
婆
さ
ん
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の

　
一
　
一
・
　
一
　
・
・
・
一
一
　
・
一
・
・
１
幽
　
一
　
一
一
・
　
●
・

鳥
星
野
村
も
昔
は
鬼
の
や
う
な
人
達
が
住
ん
で
を
っ
て
親
鸞
上
人

に
も
順
徳
天
皇
に
も
一
向
に
御
奉
仕
な
ど
は
せ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
次
第
に
親
鸞
上
人
の
教
化
に
よ
っ
て
、
即
ち
思
想
善
導
に

よ
っ
て
今
の
や
う
な
立
派
な
村
人
達
に
な
っ
た
と
い
ふ
話
で
あ
っ

　
　
　
・
　
一
　
一
・
一
一
　
一
　
一
　
一
一
　
一
一
　
・
一
　
一
一
一
　
一
一
一
　
一
　
一
　
一

た
。
そ
の
昔
の
面
影
は
然
し
踊
を
見
物
に
行
っ
た
僕
達
に
寄
付
全

　
一
ｅ
一
　
一
　
一
一
ｅ
・
　
魯
　
一
　
一
一
嚇
　
●
　
一
一
一
　
一
ｅ
Ｓ
一
一
・

を
求
め
て
驚
か
し
た
こ
と
に
Ｉ
寸
残
っ
て
を
る
や
う
で
あ
る
。
（
後

略
）
（
傍
点
筆
者
）

　
　
こ
の
文
章
の
あ
と
に
、
「
づ
か
く
と
米
て
踊
子
に
さ
ヽ
や
き
ぬ
」
の

句
な
ど
が
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
文
と
そ
こ
に
挿
入
さ
れ

た
句
が
事
実
の
描
写
で
あ
る
な
ら
、
「
健
吉
は
こ
の
句
を
作
者
外
遊
中
の

作
と
し
て
い
る
が
、
新
潟
市
近
郊
で
あ
ろ
う
」
（
（
近
代
俳
句
大
観
）
と
推

測
さ
れ
た
訳
本
氏
の
説
が
正
し
い
と
言
え
よ
う
。
新
潟
市
近
郊
、
即
ち

　
一
句
の
場
面
は
「
鳥
屋
野
村
」
の
「
盆
踊
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
項
で
述
べ
た
ド
イ
ツ
留
学
中
の
俳
句
二
四
六
句
の
中
に
も
、
こ
の

　
「
踊
子
」
の
句
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
昭
和
十
一
年
五

月
号
の
雑
詠

雪
を
出
し
額
の
枝
々
影
を
ひ
き
　
新
潟

塗
畦
に
下
り
て
燕
の
は
た
は
た
す

ジ
プ
シ
ー
に
占
は
せ
を
り
窓
の
春

春
月
や
畑
の
蕪
盗
ま
れ
し

高
野
素
十

同同同

の
「
ジ
プ
シ
ー
に
」
や
「
春
月
や
」
の
句
の
よ
う
に
、
帰
朝
後
に
当
時

13



を
懐
古
し
て
発
表
し
た
句
も
あ
る
。

　
　
　
私
が
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
に
居
た
時
な
の
で
、

　
　
四
、
五
十
年
も
前
の
事
で
あ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
料
理
部
屋
の
窓
の

　
　
鉄
の
格
子
を
へ
だ
て
て
女
中
の
ア
ナ
が
東
洋
人
と
見
え
る
髪
の
黒

　
　
い
貧
し
そ
う
な
女
と
話
し
て
を
っ
た
。
そ
の
女
は
後
で
ア
ナ
か
ら

　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ジ
プ
シ
ー
の
女
で
手
相
を
占
っ
て
頁
っ

　
　
て
い
た
と
云
う
の
で
あ
る
。
ジ
プ
シ
ー
は
馬
車
に
東
っ
て
旅
を
つ

　
　
づ
け
、
税
関
な
ど
は
フ
リ
ー
パ
ス
で
あ
り
、
自
分
達
が
一
夜
を
明

　
　
か
す
畑
の
物
は
取
り
放
題
で
あ
る
と
云
う
。
ス
ジ
プ
シ
Ｊ
レ

　
し
か
し
、
「
踊
子
」
の
句
は
、
後
に
発
表
さ
れ
た
素
ト
の
ど
の
文
章
に

も
見
あ
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
㈲

　
　
づ
か
く
と
米
て
踊
子
Ｕ
４
’
や
け
る
　
　
　
素
十

　
こ
の
句
の
解
釈
と
鑑
賞
は
、
�
の
項
に
記
し
た
沢
木
氏
の
、
〈
農
村
の

ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
盆
踊
り
風
景
で
、
や
ぐ
ら
を
中
心
に
男
女
が
輪

を
作
っ
て
踊
る
。
踊
り
子
は
う
ら
若
い
女
性
で
、
ず
か
ず
か
と
米
て
さ

さ
や
く
の
は
村
の
青
年
で
あ
る
。
青
年
の
無
遠
慮
さ
、
大
胆
さ
が
「
づ

か
／
ｙ
と
未
て
」
に
活
写
さ
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ

の
男
女
の
特
殊
な
親
密
さ
を
作
者
は
驚
き
と
好
感
を
も
っ
て
な
が
め
て

い
る
〉
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
捉
え
る
目
は
、
山
本
氏

の
言
わ
れ
る
、
〈
一
刷
毛
の
荒
々
し
い
デ
ッ
サ
ン
で
盆
踊
り
風
景
の
一
朗

を
力
強
く
鮮
明
に
描
き
出
し
た
。
（
中
略
二
百
わ
ば
、
フ
ィ
ル
ム
の
廻
転

を
突
然
止
め
た
映
写
幕
の
、
動
き
を
や
め
た
人
物
像
と
い
っ
た
感
じ
で

あ
る
。
主
情
を
殺
し
た
、
作
者
の
目
の
動
き
と
デ
ッ
サ
ン
の
確
か
さ
と

を
、
こ
の
句
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
私
は
、
こ
の
句
の
コ
つ
か
く
と
来
て
」
の
一
語

に
は
、
素
ト
の
「
近
郊
の
こ
と
」
の
文
中
の
、
〈
尤
も
例
の
僕
の
側
の
婆

さ
ん
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
鳥
屋
野
村
も
昔
は
鬼
の
や
う
な
人
達
が

仕
ん
で
を
っ
て
親
鸞
上
人
に
も
順
徳
天
皇
に
も
▽
同
に
御
奉
仕
な
ど
は

せ
な
か
っ
た
〉
〈
そ
の
昔
の
面
影
は
然
し
踊
を
見
物
に
行
っ
た
僕
達
に
寄

付
金
を
求
め
て
驚
か
し
た
こ
と
に
Ｉ
寸
残
っ
て
を
る
そ
う
で
あ
る
〉
と

い
う
印
象
か
ら
、
鳥
屋
野
村
の
村
人
に
本
質
的
に
内
在
す
る
荒
々
し
さ

を
も
瞬
時
に
感
じ
取
っ
て
の
素
十
の
措
辞
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
荒
々
し
さ
は
、
下
五
の
原
句
が
’
４
’
や
き
ぬ
」
で
あ
っ

た
こ
と
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
〈
庄
〉

①
山
本
健
吉
『
現
代
俳
句
上
巻
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
二
六
年
刊
）

②
沢
本
状
一
『
近
代
俳
句
大
観
』
（
明
治
書
院
、
昭
和
五
二
年
刊
）
。
こ

　
の
句
の
外
に
二
十
九
句
の
評
釈
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

③
鴬
谷
七
粟
子
『
国
文
学
』
（
す
燈
杜
、
昭
和
五
六
年
二
月
号
）
。
こ
れ

　
は
〈
俳
句
の
流
れ
を
見
直
す
〉
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
作
家
の
再
評
価
－

　
素
十
と
青
畝
－
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

①
竹
腰
幸
夫
『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』
（
至
文
堂
、
昭
和
五
八
年
二

　
月
号
）
。
文
中
の
「
蟻
地
獄
」
の
場
合
の
〈
楽
の
芸
術
〉
…
…
…
の
句
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は
、
「
蟻
地
獄
松
風
を
聞
く
ば
か
り
な
り
」
で
あ
る
。

⑤
長
谷
川
耕
畝
「
体
験
的
素
十
論
」
（
「
蕗
」
昭
和
五
〇
年
四
月
号
）

⑥
俳
誌
「
ま
は
ぎ
」
は
新
潟
県
亀
田
町
の
佐
藤
常
吉
発
行
で
あ
り
、

　
主
宰
は
中
田
み
づ
ほ
で
あ
る
。

⑦
高
野
素
十
「
ジ
プ
シ
ー
」
（
「
芹
」
昭
和
四
九
年
五
月
号
）
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