


安
住
敦
�
句

枯
れ
つ
く
す
ま
で
鶏
頭
を
立
た
せ
お
く

　
「
立
た
せ
お
く
」
が
哀
れ
で
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。
鶏
頭
の

茎
は
太
く
、
花
は
可
憐
と
は
言
い
が
た
い
。
枯
れ
る
ま
で
そ
の
儘

に
し
て
あ
る
庭
を
よ
く
見
掛
け
る
。
そ
の
様
な
情
景
を
突
き
放
し

た
表
現
で
無
情
さ
を
際
立
た
せ
、
そ
の
奥
に
は
枯
れ
て
な
お
立
ち

つ
く
す
鶏
頭
を
思
い
や
る
情
の
深
さ
を
読
み
と
れ
る
。

　

何
気
な
い
日
常
の
風
景
句
に
、
敦
先
生
の
お
人
柄
を
、
偲
ば
れ

る
思
い
で
す
。

三

宅

文

子

『
歴
日
抄
』
昭
和
三
十
四
年



し
ん
か
ん
と
あ
め
つ
ち
は
あ
り
寒
牡
丹

　

一
に
黙
読
し
て
上
五
・
中
七
が
仮
名
、
下
五
が
漢
字
の
文
字
の

配
列
の
妙
が
眼
を
驚
か
せ
、
一
に
音
読
し
て
そ
の
上
・
下
五
字
の

響
き
合
う
リ
ズ
ム
が
耳
を
喜
ば
せ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
抒
情
を
重
ん

ず
る
「
春
燈
俳
句
」
の
大
切
な
一
面
だ
と
思
い
ま
す
。

　

勿
論
此
の
句
が
、
深
閑
な
天
地
の
中
に
確
と
し
た
存
在
感
を
示

し
な
が
ら
、
余
分
の
主
張
を
し
な
い
「
寒
牡
丹
」
を
詠
み
上
げ
て

十
分
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。堀

内

五

齢

句
集
『
柿
の
木
坂
雑
唱
以
後
』
昭
和
五
十
八
年

安
住
敦
�
句



安

立

公

彦

落
鮎
の
己
が
香
気
の
中
に
果
つ

竹
伐
つ
て
天
上
ひ
と
つ
空
と
せ
り

近
づ
け
ば
歓
喜
あ
ら
は
に
曼
珠
沙
華

祈
る
こ
と
多
し
穭
田
星
に
暮
れ

水
は
木
を
木
は
風
を
呼
び
秋
送
る

主

宰

の

句



強
東
風
の
空
を
睨
め
つ
け
鬼
瓦

刃
文
め
く
遠
山
脈
の
残
り
雪

信
玄
の
隠
し
湯
な
り
し
魚
は
氷
に

鈍
彫
の
仏
に
供
へ
五
加
飯

囀
り
や
蔵
の
二
階
の
明
り
窓

春
日
影
大
正
の
玻
璃
歪
み
け
り

あ
た
た
か
や
絵
双
紙
の
色
い
た
く
褪
せ

湯
桶
置
く
音
の
響
け
る
遅
日
か
な

山
の
湯
の
溢
れ
朧
と
な
り
に
け
り

残
雪
の
山
鴇
色
に
暮
れ
に
け
り

春
三
日
月
姨
捨
山
の
肩
に
出
づ

蕎
麦
殻
の
旅
の
枕
や
遠
雪
崩

高
札
の
湯
元
の
縁
起
涅
槃
西
風

寒
村
に
間
引
の
哀
史
し
や
ぼ
ん
玉

客
死
て
ふ
碑
文
の
結
び
鳥
雲
に

秀
峰
の
水
送
る
山
葵
沢

緋
の
幟
野
道
に
続
く
一
の
午

春
光
を
の
せ
て
蛇
行
の
千
曲
川

ま
ん
さ
く
や
間
歇
泉
の
噴
き
上
が
り

古
戦
場
の
雨
脚
ほ
そ
し
初
桜

涅
槃
西
風 　
　

片
山　

博
介

春
星
賞
受
賞
作
（
20
句
）



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

廖　

運

藩

宵
闇
の
灯
の
矢
が
撫
づ
る
海
三
つ
（
鵞
鸞
鼻
灯
台
）

霧
立
つ
や
軒
丈
低
き
阿
美
の
村

稲
妻
や
榕
の
走
り
根
瘤
だ
ら
け

折
敷
の
八
田
與
一
像
秋
晴
る
る

施
餓
鬼
会
の
導
師
は
予
科
練
生
き
残
り

藁
塚
や
旧
厝

な
べ
て
土
角
建
て

粧
う
て
羞
花
閉
月
の
山
の
貌
（
淡
水
歡
音
山
）

冷
ま
じ
や
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
地
下
営
倉
（
淡
水
紅
毛
城
）

登
高
や
昔
戎
衣
の
腰
手
拭

法
要
の
哨さ

吶と
つ

の
調
べ
秋
闌
る

蓬
萊
點
綴



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

中
村
春
宵
子

風
に
耐
へ
寄
り
添
ひ
合
ふ
や
秋
桜

燎
原
の
緋
か
と
も
高
麗
の
曼
珠
沙
華

枝
折
戸
を
た
た
く
野
分
や
露
地
の
奥

濡
れ
そ
ぼ
つ
七
草
寺
の
こ
ぼ
れ
萩

秩
父
嶺
の
狭
霧
晴
る
る
や
瀞
一
丁

里
山
の
棚
田
千
枚
落
し
水

妙
高
の
天
狗
の
庭
や
草
紅
葉

唐
三
杉
の
馬
嘶
ゆ
る
や
天
高
き

べ
つ
た
ら
市
路
地
溢
れ
た
る
人
出
か
な

行
く
秋
や
橋
の
袂
の
里
程
標

落

し

水



当

月

集

安
立　

公
彦
選水

澄
む
や
小
さ
き
魚
の
群
れ
ふ
た
つ

く
れ
な
ゐ
の
萩
の
先
触
れ
母
の
忌
来

菊
月
夜
残
業
帰
り
の
道
あ
を
し

虫
の
音
に
闇
ほ
ぐ
れ
ゆ
く
島
泊
り

さ
や
け
し
や
梁
山
泊
の
喫
茶
店

○

後
藤
眞
由
美

秋
の
山
朽
木
に
く
く
る
道
し
る
べ

わ
が
採
り
し
山
の
茸
を
ふ
る
ま
へ
り

縁
側
を
か
ま
き
り
そ
ろ
り
伝
ひ
ゆ
く

足
垂
れ
て
釣
る
子
が
ふ
た
り
鰯
雲

朝
寒
や
竹
刀
打
ち
合
ふ
体
育
館

○

都
丸
美
陽
子

ブ
テ
ィ
ッ
ク
の
流
行
色
や
秋
の
蝶

煉
瓦
造
り
の
交
番
に
降
る
木
の
実
か
な

彼
岸
花
村
に
特
急
停
ま
り
け
り

水
天
碑
田
畑
豊
か
に
水
澄
め
り

静
け
さ
に
案
山
子
居
眠
り
し
て
ゐ
た
り

○

池

上

昌

子

霧
ふ
か
き
戸
隠
奥
社
詣
で
け
り

信
濃
路
や
薄
紅
さ
や
に
蕎
麦
の
花

こ
ぼ
れ
萩
魁
夷
館
の
庭
に
か
な

虫
時
雨
夜
の
帳
の
濃
か
り
け
り

校
長
の
渾
名
渋
柿
な
つ
か
し
や

○

湯

上

稔

子

ゆ
き
あ
ひ
の
空
に
穂
を
と
く
芒
か
な

こ
ぼ
れ
萩
背
に
の
せ
男
門
に
立
つ

秋
航
や
ま
ろ
き
地
球
を
直
角
に

秋
の
日
の
列
柱
濠
に
浮
か
べ
け
り
（
明
治
生
命
館
二
句
）

床
に
ね
む
る
ジ
ュ
ラ
紀
の
化
石
暮
の
秋

○

久
本
久
美
子



吟
誦
や
秩
父
へ
つ
づ
く
鰯
雲　

 
埼
玉　

市
川　

玲
子

十
六
夜
に
墨
磨
る
影
の
あ
り
に
け
り

松
籟
を
笙
の
音
と
な
し
浜
の
秋

月
清
し
杜
甫
諳
ず
る
媼
あ
り
（
老
人
ホ
ー
ム
に
て
）

大
学
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
小
鳥
来
る　

 

京　

坂
本
依
誌
子

金
米
糖
こ
ろ
げ
る
畳
風
炉
名
残

ひ
の
く
に
の
歌
を
ひ
と
ふ
し
炉
火
恋
し

有
明
や
都
心
の
隅
に
酒
を
売
る

秋
霖
や
て
る
て
る
坊
主
逆
し
ま
に　

 

神
奈
川　

松
山
三
千
江

啄
木
鳥
や
バ
ッ
グ
ひ
と
つ
の
一
人
旅

引
水
の
厨
を
め
ぐ
る
良
夜
か
な

昨
日
よ
り
今
日
の
輝
き
秋
北
斗

歳
時
記
を
片
手
に
秋
刀
魚
焼
く
夕
べ　

 

東
京　

横
山
さ
く
ら

蹴
り
上
げ
る
ボ
ー
ル
の
行
方
天
高
し

桔
梗
剪
る
半
袖
シ
ャ
ツ
の
父
の
腕

遠
ざ
か
る
バ
イ
ク
の
彼
や
爽
や
か
に

秋
の
街
「
チ
ャ
イ
ナ
」
と
問
は
れ
鏡
見
る　

 

千
葉　

吉
村
さ
よ
子

シ
ャ
ン
ソ
ン
聴
く
小
さ
き
秋
の
喫
茶
店

秋
の
川
水
漬
き
し
草
の
影
深
き

馴
染
み
し
か
年
金
く
ら
し
秋
刀
魚
焼
く

 

春
燈
の
句

安
立　

公
彦
選



余

言
安
立
公
彦

　
　

ん
の
字
の
筆
致
に
宿
る
秋
気
か
な　

 

川
崎
真
樹
子　

　
「
ん
」
の
字
が
主
役
と
な
っ
て
い
る
句
は
め
ず
ら
し
い
。

　

永
字
八
法
は
よ
く
聞
く
書
法
伝
授
の
一
つ
だ
が
、
仮
名
の
場
合
は

ど
う
か
。「
ん
」
の
字
を
仔
細
に
見
る
と
、
そ
れ
以
外
の
四
十
六
字
と

は
違
っ
た
一
字
独
立
の
趣
が
あ
る
。
し
か
し
「
ん
」
の
字
が
な
く
て

は
文
字
は
成
り
立
た
な
い
。

　

多
分
書
道
展
で
の
作
だ
ろ
う
。折
り
返
し
か
ら
右
に
は
ね
上
る「
ん
」

の
字
の
筆
致
に
、
作
者
は
爽
や
か
に
澄
み
切
っ
た
大
気
の
感
触
を
た

し
か
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
思
い
が
良
く
伝
わ
っ
て
来
る
句
だ
。

　
　

広
重
忌
を
は
り
な
き
世
の
旅
つ
づ
く　

 

一
ノ
瀬
次
郎　

　

作
品
を
鑑
賞
す
る
側
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
一
つ

は
作
者
を
良
く
知
る
場
、
も
う
一
つ
は
全
く
知
ら
な
い
場
。
こ
の
二

つ
の
場
の
違
い
は
作
者
へ
の
感
情
の
濃
淡
に
あ
る
。
作
者
を
知
ら
な

い
場
に
あ
っ
て
も
感
情
な
し
で
作
品
の
鑑
賞
は
出
来
な
い
。
作
品
を

鑑
賞
す
る
と
い
う
思
考
が
す
で
に
感
情
を
伴
う
も
の
で
あ
る
以
上
、

感
情
と
鑑
賞
は
不
離
一
体
の
も
の
と
言
え
る
。

　

こ
の
句
の
作
者
と
は
二
十
年
来
の
交
友
が
あ
る
。
あ
る
大
手
出
版

社
に
勤
め
主
に
校
正
の
仕
事
を
手
が
け
て
来
た
。
私
ど
も
の
句
会
報

に「
校
正
畏
る
可
し
」と
い
う
一
文
を
書
い
て
貰
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
校
正
ミ
ス
の
一
例
と
し
て
、
一
六
三
一
年
イ
ギ
リ
ス
で
出

さ
れ
た
聖
書
の
中
に
次
の
よ
う
な
驚
天
動
地
の
誤
植
が
あ
っ
た
、

　

Thou shalt not com
m
it adultery.

（
な
ん
じ
姦
淫
す
る
な
か
れ
）

　

Thou shalt com
m
it adultery. 

（
な
ん
じ
姦
淫
す
る
べ
し
）

と
な
っ
て
い
た
と
い
う
世
に
姦
淫
聖
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
例
を
紹

介
し
た
文
章
が
あ
っ
た
。
関
係
し
て
い
る
人
た
ち
に
は
良
く
知
ら
れ

て
い
る
挿
話
だ
ろ
う
。

　

翻
っ
て
毎
月
の
春
燈
誌
の
発
行
に
当
る
編
集
部
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
事
務
局
の
皆
さ
ん
の
ご
苦
労
は
、
十
月
号
以
来
私
も
身
近
に

接
し
て
、
全
く
敬
服
に
値
す
る
も
の
と
み
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で

も
校
正
ミ
ス
は
あ
り
得
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
そ
の
ま
れ
に
出
る
校

正
ミ
ス
ヘ
の
あ
た
た
か
い
理
解
を
願
い
た
い
。

　

さ
て
安
藤
広
重
が
亡
く
な
っ
た
の
は
陰
暦
九
月
六
日
。
百
五
十
年

前
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
中
七
下
五
の
思
い
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。
或
い
は
こ



れ
に
似
た
作
例
は
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
作
者
は
今
、
体
調
を
崩

し
て
い
る
と
聞
く
。
病
が
老
来
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、自
身
「
を

は
り
な
き
世
の
旅
つ
づ
く
」
が
、
幽
き
一
筋
の
系
に
す
が
る
思
い
で

あ
る
、
と
も
受
け
と
れ
る
。
た
だ
「
広
重
忌
」
が
そ
の
幽
き
思
い
に

一
脈
の
彩
り
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
救
い
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

西
国
の
遅
き
入
り
日
や
曼
珠
沙
華  

吉
川　
　

隆 　

　

今
年
も
わ
が
家
の
曼
珠
沙
華
は
み
ご
と
に
咲
い
て
く
れ
た
。
家
人

の
反
対
を
押
し
て
こ
の
花
を
植
え
て
二
十
年
経
つ
。
今
で
は
家
人
の

反
対
も
な
い
。
と
思
っ
て
い
る
。

　

こ
の
句
上
五
中
七
が
い
い
。
西
国
で
あ
れ
ば
日
没
の
遅
い
の
は
当

然
で
あ
る
、
と
見
る
の
は
理
屈
で
あ
る
。
数
年
前
の
十
一
月
九
州
に

帰
っ
た
と
き
、午
後
四
時
半
と
い
う
の
に
ま
だ
西
日
が
山
上
高
く
残
っ

て
い
る
の
に
感
嘆
し
た
。
俳
句
は
理
屈
で
は
な
く
感
性
で
あ
る
。

 

「
西
国
の
遅
き
入
り
日
や
」
と
い
う
調
べ
に
、
旅
に
あ
る
作
者
の
思

い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

曼
珠
沙
華
女
の
旅
を
彩
れ
り 

 

安
藤　

利
恵　

 

　

こ
の
句
の
曼
珠
沙
華
も
い
い
。
こ
の
花
は
有
毒
の
も
の
と
し
て
、

ま
た
古
来
呼
ば
れ
て
来
た
死
人
花
な
ど
の
用
例
に
よ
り
、
不
吉
な
花

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
そ
う
い
う
先
入
観
を

捨
て
て
こ
の
花
を
見
る
と
美
し
い
。
旅
の
路
傍
に
咲
く
四
五
本
の
曼

珠
沙
華
は
疲
れ
た
心
を
癒
し
て
く
れ
る
。
こ
の
句
、「
女
の
旅
を
彩
れ

り
」
に
古
典
的
な
ひ
び
き
を
感
じ
る
。

 　
　

わ
が
索
引
わ
が
手
に
開
く
藤
村
忌 

猪
腰　
　

俊 　

　

藤
村
が
亡
く
な
っ
た
の
は
昭
和
十
八
年
八
月
二
十
二
日
。

 

『
若
菜
集
」『
一
葉
舟
』『
夏
草
』『
落
梅
集
』
そ
の
何
れ
も
か
つ
て
の

若
も
の
の
心
を
摑
ん
だ
。
小
説
『
破
戒
」『
夜
明
け
前
』
な
ど
は
今
で

も
版
を
重
ね
て
い
る
と
い
う
。

　

作
者
は
あ
る
日
ふ
と
藤
村
の
書
を
読
み
た
く
、
心
の
中
で
そ
の
作

品
の
索
引
を
手
繰
る
の
で
あ
る
。
藤
村
忌
は
『
日
本
大
歳
時
記
』
に

も
載
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
藤
村
に
心
酔
し
て
い
る
人
は
多
い
。
作

者
も
そ
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
評
者
も
ま
た
。

　
　

月
清
し
杜
甫
諳
ず
る
媼 

あ
り　

 

市
川　

玲
子　

　

知
人
に
老
人
施
設
の
介
護
を
し
て
い
た
人
が
い
る
。
介
護
と
い
う

仕
事
は
激
務
で
あ
る
。
特
に
夜
間
の
介
護
は
、
例
え
ば
一
晩
に
同
一

人
に
よ
る
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
六
十
回
と
い
う
例
も
常
の
こ
と
ら
し
い
。

　

し
か
し
、
と
彼
女
は
言
う
。
一
対
一
に
な
っ
て
そ
の
入
居
者
と
接

す
る
と
き
、
彼
ら
の
本
音
の
言
葉
が
聞
け
る
。
そ
の
中
に
キ
ラ
リ
と

光
る
真
実
の
言
葉
を
感
じ
る
と
き
、
疲
れ
は
吹
き
と
ぶ
と
語
る
。

　

こ
の
句
、
そ
う
い
う
老
人
ホ
ー
ム
の
老
女
が
ふ
と
杜
甫
の
詩
を
口

遊
ん
だ
。
ま
さ
に
知
人
の
言
う
「
キ
ラ
リ
と
光
る
」
唱
で
あ
る
。
何

ら
か
の
用
が
あ
っ
て
訪
れ
て
い
た
作
者
も
、
そ
れ
を
聞
い
て
か
ね
て

の
心
の
重
み
が
う
す
ら
ぐ
の
を
感
じ
る
の
だ
っ
た
。


