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「
田
一
枚
植
て
立
去
る
」
の
は
誰
か

︱
追
悼
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
視
点
か
ら
︱

神
保
と
志
ゆ
き

一

は
じ
め
に

《
田
一
枚
植
て
立
去
る
柳
か
な
》『
お
く
の
ほ
そ
道
』（
以
下
、『
ほ
そ
道
』
と
い
う
。）
芦
野
の
段
に

載
る
著
名
な
一
句
で
あ
る
。
こ
の
句
に
は
、
そ
の
主
体
を
誰
と
解
す
る
か
に
つ
き
、
近
世
以
来
の
議
論
が

あ
る
。
特
に
昭
和
三
〇
年
代
以
降
は
、
研
究
者
、
俳
人
入
り
乱
れ
て
の
様
々
な
見
解
が
勃
興
し
、
複
雑
な

議
論
状
況
に
あ
る
。

本
論
は
、
屋
上
屋
を
架
す
る
こ
と
を
承
知
の
上
、
こ
の
古
く
か
ら
の
論
点
に
新
た
な
視
点
を
加
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
新
た
な
視
点
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
句
は
、
芭
蕉
に
柳
を
見
せ
た
が
る
こ
と
熱
烈
で
あ
っ
た
芦
野
の
領
主
、
故
芦
野
資
俊
に
対
し
、
芭

蕉
が
追
悼
の
情
を
込
め
た
一
句
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
句
は
、
同
じ
く
『
ほ
そ
道
』
に
載
る
《
塚
も
動
け
》
の
句
と
は
異
な
り
、
あ
ら
わ
な

追
悼
句
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
依
然
と
し
て
、
追
悼
の
情
と
い
う
芭
蕉
の
主
観
を
離
れ
た
、
い
わ
ば
表
の
読
み
と
言
え
る

客
観
的
な
読
み
が
あ
る
。
そ
し
て
、
表
の
読
み
に
、
こ
の
句
に
対
す
る
従
前
の
、
植
え
て
立
去
る
の
は
誰

か
の
論
点
が
内
包
さ
れ
る
。
本
論
は
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
の
諸
説
の
う
ち
、
植
え
る
の
も
立
去
る
の
も

田
植
人
（
注
一
）
と
の
見
解
を
採
る
。
し
か
し
て
、
近
年
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
こ
の
見
解
を

正
当
と
解
す
る
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

《
田
一
枚
》
の
句
へ
の
資
俊
追
悼
の
情

『
ほ
そ
道
』
芦
野
の
段
の
全
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
表
記
は
西
村
本
に
よ
る
）。

又
清
水
な
か
る
ゝ
の
柳
ハ
蘆
野
の
里
に
あ
り
て
田
の
畔
に
残
る

此
所
の
郡
守
戸
部
某
の
此
柳
み
せ

は
や
な
と
折
〳
〵
に
の
玉
ひ
聞
え
玉
ふ
を
い
つ
く
の
ほ
と
に
や
と
思
ひ
し
を
今
日
此
柳
の
か
け
に
こ

そ
立
よ
り
侍
つ
れ

田
一
枚
植
て
立
去
る
柳
か
な

こ
こ
に
い
う
「
此
所
の
郡
守
戸
部
某
」
は
、
芦
野
の
地
を
領
し
た
旗
本
芦
野
民
部
資
俊
と
す
る
の
が
通

説
で
あ
る
。
資
俊
は
「
桃
酔
」
の
俳
号
を
持
ち
、
さ
ら
に
、
一
族
に
も
桃
の
字
を
含
む
俳
号
を
持
つ
人
々

が
あ
っ
て
、
芭
蕉
（
桃
青
）
と
の
繋
が
り
が
存
し
た
と
さ
れ
る
（
注
二
）。

芦
野
の
段
に
は
、
芭
蕉
が
、
芦
野
資
俊
す
な
わ
ち
「
戸
部
某
」
か
ら
、「
清
水
な
か
る
ゝ
の
柳
」、
つ

ま
り
、
西
行
の
歌
《
道
の
べ
に
清
水
流
る
る
柳
影
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
》
ゆ
か
り
の
柳
を
、

見
せ
た
い
と
熱
心
に
勧
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
西
行
ゆ
か
り
の
柳
を
訪
ね
た
こ
と
の
み

な
ら
ず
、「
戸
部
某
」
と
挙
げ
る
点
は
、
資
俊
へ
の
挨
拶
と
受
け
取
れ
る
（
注
三
）。「
言
ふ
」
の
最
上
級

の
敬
語
「
の
玉
ひ
聞
え
玉
ふ
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
補
強
す
る
で
あ
ろ
う
。

曾
良
本
の
初
稿
に
は
、「
此
所
の
郡
守
故
戸
部
某
」
と
あ
っ
た
が
、
後
、「
故
」
の
字
は
見
せ
消
ち
で

削
除
さ
れ
た
。『
ほ
そ
道
』
の
成
立
が
、
資
俊
の
没
し
た
元
禄
五
年
六
月
二
六
日
以
降
と
の
推
定
を
も
た

す
こ
と
で
知
ら
れ
る
「
故
」
の
一
字
で
あ
る
。
資
俊
は
、
実
際
の
『
ほ
そ
道
』
の
旅
の
時
点
で
は
存
命
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
故
」
の
字
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
芦
野
の
段
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
こ
こ
に
「
戸
部
某
」
を
出
し
た
の
は
、
資
俊
追
悼
の
思

い
を
込
め
て
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
思
わ
ず
全
体
の
構
成
意
識
か
ら
離
れ
て
「
故
」
を
入
れ
た
理
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由
に
な
ろ
う
。」
と
す
る
見
解
（
注
四
）
や
、
中
尾
本
の
貼
紙
下
に
見
ら
れ
る
当
初
の
芦
野
の
段
の
本
文

は
、

芦
野
ゝ
里
に
清
水
流
る
ゝ
の
柳
有

田
の
畔
に
残
る

此
所
の
郡
守
常
に
か
た
り
き
こ
え
給
ふ
を
い

つ
く
の
程
に
や
と
お
も
ひ
侍
し
に
け
ふ
こ
の
柳
の
か
け
に
こ
そ
立
寄
つ
れ

で
あ
り
、「
資
俊
の
死
を
知
っ
た
芭
蕉
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
人
柄
を
偲
ん
で
、
単
な
る
「
郡
守
」
に
「
故

戸
部
某
」
以
下
の
記
述
を
加
え
、
親
昵
の
感
情
を
こ
め
た
」
と
す
る
見
解
（
注
五
）
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
芦
野
の
段
の
本
文
に
資
俊
へ
の
追
悼
の
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に

一
歩
を
進
め
、
本
文
に
連
続
す
る
《
田
一
枚
》
の
句
に
も
、
資
俊
追
悼
の
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
が
本
論
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
こ
の
句
に
資
俊
へ
の
思
い
を
重
ね
る
見
解
が
絶
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。《
田

一
枚
》
の
句
の
主
体
が
誰
か
に
つ
い
て
の
従
前
の
諸
説
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
う
ち
、
幻
想
の
中
で
芭
蕉

が
田
植
を
し
、
芭
蕉
が
立
去
る
と
の
見
解
を
採
る
尾
形
仂
は
、「
芭
蕉
は
、

田
に
自
ら
下
り
立
ち
、

…

西
行
の
古
歌
、
柳
の
精
、
そ
し
て
、
か
つ
て
自
分
を
招
い
て
く
れ
た
、
今
は
亡
き
芦
野
の
領
主
民
部
資
俊

の
霊
を
慰
め
る
た
め
の
奉
仕
の
田
植
え
を
す
る
。」（
注
六
）
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
芭
蕉
の
幻
想
（
主

観
）
に
お
け
る
田
植
の
目
的
の
一
つ
が
資
俊
の
慰
霊
だ
と
す
る
大
層
迂
遠
な
解
釈
で
あ
り
、
か
つ
、
な
ぜ

資
俊
へ
の
思
い
を
読
み
込
む
の
か
論
拠
も
不
明
で
あ
っ
た
。
本
論
は
、
端
的
に
「
立
去
る
」
に
資
俊
の
姿

を
重
ね
る
と
と
も
に
、
そ
の
論
拠
を
提
示
す
る
。

ま
ず
、《
田
一
枚
》
の
句
は
、「
立
去
る
」
者
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
尾
本
の
貼
紙
下
に

あ
っ
た
当
初
の
句
は
こ
れ
と
異
な
る
。
当
初
の
《
水
せ
き
て
早
稲
た
は
ぬ
る
柳
陰
》（「
早
稲
」
は
早
苗

の
誤
記
と
見
ら
れ
て
い
る
）
と
い
う
句
が
《
田
一
枚
》
の
句
に
改
め
ら
れ
た
の
は
、「
故
戸
部
某
」
以
下

の
加
筆
と
時
を
同
じ
く
し
て
で
あ
っ
た
。「
故
」
の
字
の
存
在
か
ら
、
芭
蕉
の
意
識
に
、
資
俊
の
逝
去
が

あ
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
点
よ
り
、
芭
蕉
は
、「
立
去
る
」
に
、
世
を
去
っ
た
資
俊
の
姿
を
重
ね

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。「
立
去
る
柳
」
と
い
う
措
辞
か
ら
も
、
愛
し
た
柳
を
残
し
て

の
逝
去
を
想
像
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

『
ほ
そ
道
』
に
は
、
金
沢
の
一
笑
に
対
す
る
《
塚
も
動
け
我
泣
声
ハ
秋
の
風
》
と
い
う
慟
哭
の
一
句
が

あ
る
。『
ほ
そ
道
』
以
外
で
も
、
寿
貞
尼
へ
の
《
数
な
ら
ぬ
身
と
な
お
も
ひ
そ
玉
祭
り
》、
嵐
蘭
へ
の
《
秋

風
に
折
て
悲
し
き
桑
の
杖
》
な
ど
、
芭
蕉
に
追
悼
句
の
作
例
は
少
な
く
な
い
。
芭
蕉
が
弟
子
た
ち
を
仲
裁

す
べ
く
赴
い
た
大
坂
で
客
死
し
た
事
実
か
ら
し
て
も
、
そ
の
情
の
深
さ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
し
て
、
資
俊
は
、
最
上
級
の
敬
語
「
の
玉
ひ
聞
え
玉
ふ
」
を
用
い
る
相
手
で
あ
り
、
柳
の
あ
る
地
を
領

し
た
資
俊
は
亭
主
、
柳
を
訪
う
芭
蕉
は
客
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
折
々
に
柳
を
見
る
よ
う
勧
め
ら
れ
て
い
た

親
密
さ
や
、
柳
へ
の
熱
い
風
雅
の
心
を
分
か
ち
合
っ
た
関
係
性
か
ら
す
れ
ば
、
本
文
の
み
な
ら
ず
、
柳
の

一
句
に
資
俊
追
悼
の
情
を
込
め
挨
拶
す
る
こ
と
は
、
必
然
で
す
ら
あ
っ
た
と
解
す
る
。
い
わ
ば
、
芦
野
の

段
本
文
と
い
う
長
い
前
書
を
も
っ
た
一
句
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
芭
蕉
は
、『
ほ
そ
道
』
に
お
い
て
、
資
俊
の
実
名
を
憚
り
「
戸
部
某
」
と
ぼ
か
し
た
書
き

方
を
し
、
ま
た
、『
ほ
そ
道
』
行
脚
の
当
時
存
命
で
あ
っ
た
資
俊
に
つ
い
て
「
故
」
の
字
を
削
除
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、《
田
一
枚
》
の
句
は
、
追
悼
の
情
を
込
め
た
句
で
は
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
、
一

笑
に
対
す
る
よ
う
な
明
確
な
追
悼
句
と
し
て
成
立
さ
せ
た
句
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
追
悼
の
情
を
込
め
た
と
の
理
解
に
対
し
て
は
、「
立
去
る
」
は
良
い
と
し
て
も
、「
田
一
枚
植

て
」
は
資
俊
と
無
関
係
と
の
疑
問
が
想
定
さ
れ
る
。
前
記
の
と
お
り
、
芦
野
の
段
の
本
文
に
は
資
俊
の
追

悼
の
情
を
見
る
見
解
に
お
い
て
も
、《
田
一
枚
》
の
句
に
ま
で
そ
れ
が
及
ぼ
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
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点
が
解
決
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
の
解
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

芭
蕉
と
同
時
代
、
延
宝
四
年
刊
行
の
俳
諧
付
合
語
集
で
あ
る
『
俳
諧
類
舩
集
』
の
「
植

ウ
ユ
ル
」（
ウ

ユ
ル
は
原
文
マ
マ
）
の
項
に
は
、
付
合
語
と
し
て
「
田
」
の
あ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
説
明
文
に
「
人
道

敏
政

地
道
敏
樹
」（
人
道
は
政
を
敏
（
と
）
く
し
、
地
道
は
樹(

う
ゆ
る
こ
と)

を
敏
（
と
）
く
す
）
の

語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
四
書
五
経
の
一
つ
『
中
庸
』
の
言
葉
で
、「
然
る
べ
き
人
に
た
よ
る
と

政
治
は
速
や
か
に
目
的
を
達
成
で
き
〔
る
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
〕
大
地
に
た
よ
る
と
草
木
の
生
長
が
速

や
か
に
達
成
で
き
る
〔
よ
う
な
も
の
で
す
〕。」
あ
る
い
は
「
人
の
世
界
に
と
っ
て
政
治
の
大
切
な
こ
と

は
︙
大
地
に
と
っ
て
草
木
の
生
長
を
欠
か
せ
な
い
の
と
同
じ
だ
」
と
い
う
意
味
を
有
す
る
（
注
七
）。

資
俊
は
、
下
野
国
芦
野
に
陣
屋
を
置
く
三
千
石
の
「
郡
守
」
た
る
為
政
者
で
あ
り
、「
植
」
に
為
政
者

の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。

加
え
て
、
新
田
開
発
を
行
い
、
芦
野
家
を
、
一
般
に
大
身
旗
本
と
言
わ
れ
る
三
千
石
を
越
え
る
身
代
に

し
た
の
が
資
俊
で
あ
っ
た
（
注
八
）。「
田
植
」
と
は
、「
田
殖
」
で
あ
る
（
注
九
）。
ま
た
、
一
枚
の
「
一
」

は
、
芦
野
氏
の
定
紋
、
一
文
字
に
巴
に
も
通
う
。

「
此
柳
み
せ
は
や
な
と
折
〳
〵
に
の
玉
ひ
聞
え
玉
ふ
」
と
い
う
資
俊
が
、
芭
蕉
の
心
に
、
西
行
ゆ
か
り

の
柳
へ
の
思
慕
を
植
え
付
け
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
植
え
る
主
体
に
資
俊
の
姿
を
重
ね
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。

『
笈
日
記
』
に
「
故
主
君
蟬
吟
公
の
庭
前
に
て
」
な
ど
の
前
書
付
き
で
載
る
《
さ
ま
〴
〵
の
事
お
も
ひ

出
す
桜
か
な
》
は
、
芭
蕉
が
旧
主
藤
堂
蟬
吟
を
偲
ん
だ
句
で
あ
る
。
こ
の
句
と
《
田
一
枚
》
の
句
が
、
中

七
か
ら
下
五
へ
の
か
か
り
方
及
び
「
樹
木
名
＋
か
な
」
で
構
成
さ
れ
る
下
五
に
お
い
て
共
通
の
形
式
を
と

る
こ
と
（
注
一
〇
）
も
、
柳
の
句
に
柳
を
愛
し
た
資
俊
追
悼
の
情
を
込
め
た
と
の
理
解
に
沿
う
事
実
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
桜
の
句
は
、『
笈
の
小
文
』
で
は
前
書
を
伴
っ
て
お
ら
ず
、
や
は
り
蟬
吟
へ
の
主
観
を

離
れ
て
の
理
解
を
可
能
と
す
る
句
で
あ
ろ
う
。

三

従
来
の
諸
説
と
そ
の
批
判
的
検
討

こ
の
よ
う
に
、
本
論
は
、
芭
蕉
は
《
田
一
枚
》
の
句
に
、
芦
野
資
俊
追
悼
の
情
を
込
め
た
と
理
解
す
る

が
、
既
述
の
と
お
り
、
こ
れ
は
追
悼
句
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

芭
蕉
は
、「
故
」
の
字
を
削
除
す
る
と
い
う
判
断
を
行
っ
て
お
り
、
資
俊
追
悼
の
情
と
い
う
主
観
を
離

れ
て
も
、い
わ
ば
表
の
読
み
と
言
う
べ
き
客
観
的
な
読
み
に
よ
っ
て
、こ
の
句
は
一
句
と
し
て
成
立
す
る
。

そ
し
て
、
追
悼
の
情
を
込
め
た
読
み
と
表
の
読
み
の
両
者
は
重
層
的
に
存
在
す
る
と
理
解
す
る
。
従
前

の
こ
の
句
に
お
け
る
、
植
え
る
の
は
誰
か
、
立
去
る
の
は
誰
か
と
い
う
論
点
は
、
こ
の
表
の
読
み
に
内
包

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
従
前
の
論
点
を
整
理
す
る
。

近
世
よ
り
、「
立
去
る
」
主
体
に
つ
い
て
は
、
蓼
太
『
芭
蕉
句
解
』
以
来
の
芭
蕉
と
す
る
説
、
正
月
堂

『
師
走
嚢
』
以
来
の
田
植
人
と
す
る
説
が
対
立
し
て
来
た
。
昭
和
三
〇
年
台
に
お
い
て
も
、「
植
て
」
の

主
体
は
田
植
人
だ
が
、「
立
去
る
」
主
体
に
つ
い
て
こ
の
両
説
の
対
立
が
あ
る
と
整
理
さ
れ
る
議
論
状
況

が
見
ら
れ
た
（
注
一
一
）。

も
っ
と
も
、
田
植
人
が
植
え
、
こ
れ
を
見
て
い
た
芭
蕉
自
身
も
植
え
た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
立
ち
去

る
と
の
山
本
健
吉
説
（
注
一
二
）
を
皮
切
り
に
、
以
後
、
諸
説
入
り
乱
れ
た
状
況
に
あ
る
。
先
行
研
究
に

拠
り
、
主
要
な
見
解
を
分
類
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
注
一
三
）（
注
一
四
）。

「
植
て
」
の
主
体

「
立
去
る
」
の
主
体
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イ

田
植
人

芭
蕉

ロ

田
植
人

田
植
人

ハ

芭
蕉
の
主
観

芭
蕉

ニ

田
植
人
、
芭
蕉
の
主
観

芭
蕉

ホ

田
植
人

田
植
人
、
芭
蕉

へ

田
植
人
、
芭
蕉
の
主
観

田
植
人
、
芭
蕉

ト

柳
の
精

柳
の
精

本
論
は
、こ
の
う
ち
ロ
の
見
解
を
至
当
と
す
る
が
、ご
く
簡
単
な
が
ら
ま
ず
は
他
説
に
つ
き
検
討
す
る
。

諸
説
の
う
ち
、
多
数
説
と
見
ら
れ
て
い
る
の
が
、
近
世
以
来
の
イ
の
見
解
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
西
行
の
歌
の
《
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
》
を
踏
ま
え
、
西
行
同
様
し
ば
し
の
つ

も
り
だ
っ
た
が
長
居
し
す
ぎ
た
芭
蕉
が
「
立
去
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
水
流
る
ゝ
を
田

植
に
、
立
止
ま
る
を
立
去
る
と
し
た
、
西
行
歌
と
芭
蕉
句
の
照
合
と
い
う
技
巧
（
蓼
太
『
芭
蕉
句
解
』
に

「
句
法
模
写
変
態
口
授
」
と
あ
る
）
に
捉
わ
れ
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
で
は
宗
因
『
松
島
一
見
記
』（
寛

文
三
年
成
立
）
の
《
時
雨
に
も
し
ば
し
と
て
こ
そ
柳
陰
》
と
五
十
歩
百
歩
と
い
う
べ
き
西
行
歌
の
な
ぞ
り

で
あ
り
、「
一
句
と
し
て
談
林
的
な
古
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
以
上
の
詩
趣
を
認
め
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。」（
注

一
五
）
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
。

連
歌
で
は
、
紹
巴
『
連
歌
教
訓
』
に
《
立
よ
り
て
す
ゞ
し
さ
ま
さ
る
木
陰
哉
》
と
《
立
さ
り
て
涼
し
さ

ま
さ
る
木
陰
か
な
》
の
比
較
が
載
る
よ
う
に
、「
立
寄
る
」「
立
去
る
」
の
選
択
が
言
わ
れ
て
い
た
。
こ

の
点
か
ら
も
、
本
文
に
「
柳
の
か
け
に
こ
そ
立
よ
り
侍
つ
れ
」
と
明
示
し
、
続
く
句
で
、
同
一
主
体
が
柳

を
「
立
去
る
」
の
は
工
夫
に
乏
し
く
稚
拙
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
地
の
文
を
発
句
、《
田
一
枚
》
の
句
を

脇
句
と
見
る
な
ら
（
注
一
六
）、
な
お
さ
ら
、
同
一
主
体
が
柳
に
立
寄
り
、
続
け
て
、
柳
を
立
去
る
と
い

う
転
じ
の
な
さ
を
、
俳
諧
こ
そ
「
老
翁
が
骨
髄
」（『
宇
多
法
師
』）
と
い
う
芭
蕉
が
是
認
し
た
と
は
信
じ

難
い
。

芭
蕉
が
立
去
っ
た
と
す
る
説
で
は
芭
蕉
の
内
心
に
つ
き
、

但
し
立
去
る
心
持
は
二
様
に
取
れ
る
や
う
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
う
か
〳
〵
眺
め
て
ゐ
る
う
ち
に
一

枚
植
ゑ
て
し
ま
つ
た
の
で
、
ふ
と
我
に
返
つ
て
急
い
で
立
去
る
、
と
も
、
あ
ま
り
涼
し
い
の
で
腰
を

落
つ
け
て
そ
こ
ら
眺
め
つ
ゝ
憇
ん
で
ゐ
た
が
、
そ
の
う
ち
に
一
枚
植
ゑ
了
つ
た
の
で
、
さ
あ
も
う
行

か
う
か
と
悠
然
立
あ
が
つ
た
、
と
も
見
ら
れ
る
の
で

と
い
っ
た
理
解
が
あ
る
が
（
注
一
七
）、
い
ず
れ
に
し
て
も
西
行
歌
の
下
敷
き
あ
り
き
の
見
解
ゆ
え
、
思

慕
す
る
西
行
ゆ
か
り
の
柳
を
実
地
に
訪
れ
た
風
狂
人
の
内
面
に
迫
っ
て
い
な
い
（
詳
細
は
後
述
）。
西
行

に
と
っ
て
は
名
も
な
き
柳
で
あ
っ
た
が
、
芭
蕉
に
と
っ
て
は
思
慕
す
る
西
行
ゆ
か
り
の
柳
で
あ
り
、
手
軽

な
気
持
ち
で
訪
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
憧
れ
の
柳
を
差
し
置
い
て
田
植
と
い
う
近
世
日
常
の
景

（
近
現
代
人
が
感
ず
る
日
本
の
原
風
景
的
な
視
点
は
な
い
）
に
見
と
れ
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
白
河
の

関
に
到
ら
な
い
芦
野
で
田
植
に
感
じ
入
っ
て
い
た
の
で
は
、
み
ち
の
く
須
賀
川
に
お
け
る
一
句
《
風
流
の

初
や
お
く
の
田
植
う
た
》
の
興
も
削
が
れ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
こ
の
説
で
は
、
同
説
を
支
持
す
る
論
者
か
ら
も
主
体
が
転
換
す
る
措
辞
の
難
が
指
摘
さ
れ
て
来

て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
宮
本
三
郎
の
研
究
（
注
一
八
）
に
よ
り
「
て
」
の
上
下
で
主
体
が
別
で
あ
る

用
例
が
論
証
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
注
一
九
）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
用
法
も
あ
る
と
い

う
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、『
ほ
そ
道
』
加
賀
全
昌
寺
で
の
《
庭
掃
て
出
は
や
寺
に
散
柳
》
に
「
て
」
の
上

下
で
の
主
体
の
転
換
は
な
い
。
ま
た
、「
て
」
の
上
下
で
主
体
が
転
換
す
る
用
例
は
、
自
然
に
主
体
が
別
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と
読
み
取
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
用
例
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
主
体
を
巡
り
論
争
の
あ
る
《
田
一

枚
》
の
句
と
は
、
む
し
ろ
そ
の
点
で
異
な
る
。

他
方
、
戦
後
に
唱
え
ら
れ
た
、
一
つ
の
動
詞
の
主
体
を
複
数
と
捉
え
る
見
解
（
ニ
、
ホ
、
ヘ
）
や
、
芭

蕉
が
主
観
（
幻
想
を
含
む
）
に
お
い
て
田
を
植
え
た
と
す
る
見
解
（
ハ
、
ニ
、
ヘ
）
は
、
作
者
の
視
点
に

お
い
て
、
他
者
に
そ
の
よ
う
な
、
通
常
の
読
み
と
は
言
い
難
い
技
巧
的
な
読
み
を
期
待
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
面
白
さ
、
意
外
性
の
追
求
に
走
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
二
〇
）。

田
植
を
見
て
い
た
芭
蕉
も
植
え
た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
立
去
る
と
の
山
本
健
吉
説
（
ニ
）
に
は
、
な

ぜ
、
憧
れ
の
柳
を
訪
う
た
芭
蕉
が
、
柳
を
措
い
て
、「
早
乙
女
た
ち
の
手
振
り
に
見
と
れ
、
田
植
唄
に
聞

き
ほ
れ
て
い
た
一
種
の
劇
的
時
間
」（
注
二
一
）
を
過
ご
す
の
か
、
や
は
り
、
芭
蕉
の
内
面
に
迫
っ
て
い

な
い
と
の
批
判
が
妥
当
し
よ
う
。

ま
た
、
山
本
健
吉
説
の
発
展
形
と
見
ら
れ
る
、
芭
蕉
の
幻
想
の
中
で
の
田
植
を
言
う
前
述
の
尾
形
仂
説

（
ニ
）
は
、
幻
想
の
中
で
あ
っ
て
も
な
ぜ
行
き
ず
り
の
芭
蕉
が
田
を
植
え
る
の
か
、
そ
の
前
提
に
欠
け
る
。

主
体
を
柳
の
精
と
見
る
見
解
（
ト
）
は
、
や
は
り
現
代
に
唱
え
ら
れ
た
平
井
照
敏
ら
の
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
、『
曾
良
旅
日
記
』
が
一
貫
し
て
用
い
た
「
遊
行
柳
」
の
語
を
『
ほ
そ
道
』
は
全
く
用
い
ず
、

芭
蕉
は
、『
ほ
そ
道
』
と
謡
曲
「
遊
行
柳
」
の
関
連
付
け
を
意
図
し
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
（
注
二
二
）。

中
尾
本
貼
紙
下
の
初
稿
は
《
水
せ
き
て
早
稲
（
早
苗
）
た
は
ぬ
る
柳
陰
》
で
、
次
い
で
《
水
せ
き
て
早

稲
（
早
苗
）
た
は
ぬ
る
柳
か
な
》
と
し
た
経
緯
か
ら
も
、
一
般
の
田
植
で
あ
り
、
柳
の
精
と
い
う
発
想
に

は
至
ら
な
い
。
柳
の
精
が
田
植
を
す
る
故
事
も
な
い
。

四

田
植
人
を
主
体
と
す
る
こ
と
と
そ
の
論
拠

筆
者
は
、本
論
の
前
段
で
述
べ
た
と
お
り
、立
去
る
者
に
芦
野
資
俊
の
姿
を
重
ね
る
読
み
と
重
層
的
に
、

立
去
る
の
は
田
植
人
と
す
る
ロ
の
説
を
採
る
。
た
だ
し
、
同
じ
く
ロ
の
説
で
も
、
正
月
堂
『
師
走
嚢
』
の
、

柳
に
早
乙
女
の
柳
腰
を
見
る
見
解
は
論
外
で
あ
り
、「
全
く
客
観
の
景
色
」
と
捉
え
る
内
藤
鳴
雪
の
見
解

（
注
二
三
）
と
も
異
な
る
。

従
来
、
植
え
て
立
去
る
の
を
田
植
人
と
見
る
説
は
、
文
法
的
な
無
理
は
な
い
が
、
面
白
く
な
い
、
感
動

が
な
い
な
ど
と
言
わ
れ
批
判
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、

た
い
せ
つ
な
「
柳
」
が
、
田
圃
風
景
の
一
点
景
と
し
か
生
か
さ
れ
な
く
な
り
、
全
く
の
客
観
的
な
写

生
句
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
長
い
間
、
思
慕
し
続
け
「
け
ふ
こ
の
柳
の
蔭
に
こ
そ
立
ち
よ
り

侍
り
つ
れ
」
の
感
動
が
の
り
う
つ
ら
な
い
。
そ
れ
を
う
け
て
の
こ
の
句
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
主
観

的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

の
よ
う
に
で
あ
る
（
注
二
四
）。
し
か
し
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
ほ
そ
道
』
の
本
質
（
本
意
と
言
っ
て
も
よ
い
）
は
、
芭
蕉
の
風
狂
に
あ
る
。
都
市
か
ら
庵
へ
の
脱
出
、

庵
か
ら
旅
へ
の
脱
出
は
隠
者
文
学
の
鍵
概
念
で
あ
り
（
注
二
五
）、
庵
を
捨
て
、
漂
泊
の
系
譜
に
繋
が
ろ

う
と
す
る
の
が
『
ほ
そ
道
』
で
あ
る
。「
予
も
い
つ
れ
の
年
よ
り
か
片
雲
の
風
に
さ
そ
ハ
れ
て
漂
泊
の
思

ひ
や
ま
す
」「
そ
ゝ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
く
る
ハ
せ
道
祖
神
の
ま
ね
き
に
あ
ひ
て
取
も
の
手
に
つ
か

す
」
と
い
う
芭
蕉
像
が
『
ほ
そ
道
』
の
本
質
で
あ
る
。

《
田
一
枚
》
の
句
は
、『
ほ
そ
道
』
道
中
の
作
で
は
な
く
、
執
筆
時
の
作
で
あ
る
。
一
句
が
も
た
ら
す

効
果
を
考
え
た
句
作
が
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。『
去
来
抄
』
の
《
岩
鼻
や
》
の
句
の
解
釈
に
見
る
芭
蕉
の

発
想
か
ら
し
て
も
、
芭
蕉
は
そ
の
風
狂
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
意
を
用
い
た
は
ず
で
あ
る
。
主
人
公
の
風

狂
を
際
立
た
せ
る
描
写
を
考
え
る
と
、
田
植
人
を
配
す
る
こ
と
に
は
次
に
述
べ
る
二
点
の
対
比
に
よ
っ
て
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生
ず
る
効
果
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
修
辞
技
法
と
し
て
の
対
照
法
（antithesis

）
に
よ
る
効
果
で
あ
る
。

一
点
目
は
、「
芭
蕉
」
と
「
田
植
人
」
の
対
比
そ
の
も
の
の
持
つ
効
果
で
あ
る
。

柳
が
、
あ
り
ふ
れ
た
柳
で
は
な
く
、
西
行
の
古
跡
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
柳
へ
の
芭
蕉
の
熱
情
は
、
句
の

直
前
の
本
文
に
お
い
て
、
執
拗
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
柳
へ
の
熱
情
を
も
っ
た
旅
人
芭
蕉
と
、
生
業
が
終
わ
れ
ば
柳
を
気
に
留
め
ず
去
っ
て
い
く

田
植
人
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
の
風
狂
は
、
相
対
化
さ
れ
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
。

次
に
引
用
す
る
今
井
文
男
の
見
解
（
注
二
六
）
は
、
従
来
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
の
点
を
正
当
に
指
摘
す
る
。

西
行
の
柳
は
田
の
畔
に
あ
る
。
そ
の
周
り
は
区
切
ら
れ
た
田
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
折
し
も
田
植
え

時
で
、
村
は
総
出
と
い
っ
た
恰
好
で
多
忙
の
極
だ
。
早
乙
女
ら
は
持
ち
田
を
一
枚
植
え
た
ら
つ
ぎ
の

田
へ
と
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
。
畔
の
柳
な
ど
に
は
見
む
き
も
し
な
い
。
村
人
ら
は
こ
の
柳
を
い
っ
た
い

何
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
由
緒
あ
る
柳
の
も
と
に
立
ち
よ
っ
て
感
動
し
立
ち
去
り
得

ず
に
い
る
と
い
う
の
に
︱
。

今
井
の
見
解
は
、
芭
蕉
と
田
植
人
の
対
比
に
つ
き
、「
連
句
に
お
け
る
自
他
の
手
法
が
応
用
さ
れ
て
い

る
」（
注
二
七
）
と
す
る
点
で
も
、
説
得
力
を
有
す
る
。
蕉
風
俳
諧
に
お
い
て
、
後
に
支
考
が
「
七
名
八

体
」
と
し
て
分
類
し
た
う
ち
の
「
向
付
」
と
呼
ば
れ
る
、
前
句
の
人
物
に
対
し
、
別
人
を
付
け
る
手
法
の

応
用
で
あ
ろ
う
。

定
住
と
旅
は
対
概
念
と
言
え
る
が
（
注
二
八
）、
同
様
の
対
比
は
、『
ほ
そ
道
』
の
他
の
箇
所
に
も
見

受
け
ら
れ
る
。
古
歌
や
実
方
中
将
の
故
事
に
あ
る
花
か
つ
み
を
誰
も
知
ら
な
い
里
人
と
、「
か
つ
み
か
つ

み
」
と
探
し
求
め
日
暮
れ
ま
で
彷
徨
す
る
芭
蕉
。『
ほ
そ
道
』
安
積
山
の
段
は
、
ま
さ
し
く
定
住
民
と
風

狂
漂
泊
の
人
芭
蕉
と
の
対
比
で
あ
る
。『
虚
栗
』
の
芭
蕉
跋
文
に
あ
る
「
侘
と
風
雅
の
そ
の
生
に
あ
ら
ぬ

は
西
行
の
山
家
を
た
づ
ね
て
人
の
拾
は
ぬ
蝕
栗
也
」
は
、
世
間
の
人
が
拾
わ
な
い
と
い
う
、
世
俗
的
価
値

観
か
ら
の
逸
脱
を
言
い
、
そ
の
先
達
と
し
て
西
行
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
風
狂
は
逸
脱
の
肯
定
で
あ

り
、
世
俗
あ
っ
て
の
逸
脱
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
な
価
値
観
の
象
徴
が
、
世
俗
の
民
と
し
て
の
田

植
人
で
あ
り
、
安
積
山
の
里
人
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
そ
の
よ
う
な
演
出
を
『
ほ
そ
道
』
に
用
い
て
い
る
。

同
じ
く
世
俗
の
民
と
の
対
比
で
も
、
芦
野
で
は
「
静
」
の
、
安
積
山
で
は
「
動
」
の
風
狂
が
描
か
れ
、
単

調
さ
を
免
れ
て
い
る
。

加
藤
楸
邨
に
よ
る
、

早
乙
女
が
田
を
一
枚
植
え
終
っ
た
の
で
、
自
分
も
立
去
る
の
だ
と
か
、
早
乙
女
が
立
去
る
の
だ
と
い

う
味
わ
い
方
は
、文
章
に
流
れ
て
い
る
こ
み
あ
げ
る
よ
う
な
感
動
と
は
全
く
異
質
の
も
の
に
な
っ
て
、

芭
蕉
ら
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
批
判
（
注
二
九
）
は
逆
説
な
が
ら
的
を
射
た
部
分
が
あ
る
。
本
文
は
芭
蕉
の
柳
へ
の
熱
情
を
描
き

（
芭
蕉
の
こ
み
あ
げ
る
よ
う
な
感
動
）、
句
は
無
風
雅
の
田
植
人
を
描
く
（
異
質
の
も
の
）、
そ
の
彼
我

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、『
ほ
そ
道
』
の
主
人
公
た
る
風
狂
の
徒
の
人
物
像
を
よ
り
深
く
彫
琢
す
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
立
去
る
の
が
田
植
人
と
の
見
解
を
採
ら
な
い
論
者
か
ら
も
、
柳
を
立
去
り
難
い
芭
蕉
の
心

情
は
指
摘
さ
れ
て
来
て
い
た
（
注
三
〇
）。

し
か
し
、
立
去
り
難
い
芭
蕉
が
立
去
っ
て
は
、
そ
の
葛
藤
が
表
現
さ
れ
な
い
。
芭
蕉
の
立
去
り
難
さ
を

最
も
引
き
出
す
の
は
、芭
蕉
と
対
置
さ
れ
る
田
植
人
が
や
す
や
す
と
そ
こ
を
立
去
る
姿
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

な
お
、
重
層
的
な
資
俊
の
追
悼
と
し
て
は
、
熱
く
愛
し
た
柳
を
残
し
、
田
植
人
が
や
す
や
す
立
去
る
よ
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う
に
、
儚
く
も
彼
岸
へ
去
っ
た
と
の
理
解
と
な
る
。

二
点
目
は
、
田
植
の
「
動
」
と
、
田
植
人
が
去
っ
た
後
の
「
静
」
と
の
対
比
の
効
果
で
あ
る
。

こ
の
動
と
静
の
対
比
は
、
既
に
大
正
時
代
に
お
い
て
、
田
植
人
を
主
体
と
見
る
論
者
か
ら
語
ら
れ
て
い

た
（
注
三
一
）。

こ
の
よ
う
な
意
識
的
な
動
と
静
の
対
比
は
、
芭
蕉
自
身
に
作
例
が
あ
る
。『
炭
俵
』
上
巻
収
載
「
空
豆

の
」
の
歌
仙
、
初
折
表
四
・
五
句
は
そ
の
例
で
あ
る
。

そ
つ
と
の
ぞ
け
ば
酒
の
最
中

利
牛

寝
處
に
誰
も
ね
て
居
ぬ
宵
の
月

芭
蕉

「
此
方
は
寝
ど
こ
ろ
の
ひ
そ
け
さ
、
彼
方
は
酒
宴
の
賑
ひ
、
こ
の
対
照
を
き
は
や
か
に
出
し
た
の
が
こ

の
附
で
あ
る
。」（
注
三
二
）、「
月
を
賞
で
て
の
酒
宴
と
も
ぬ
け
の
殻
の
寝
処
が
対
照
的
。
酒
宴
を
思
い

つ
つ
、
宵
の
月
の
光
が
さ
し
込
む
寝
処
の
静
か
さ
を
味
わ
う
と
こ
ろ
に
隠
の
美
学
が
あ
る
。」（
注
三
三
）

と
言
わ
れ
る
芭
蕉
の
付
句
で
あ
る
。「
動
」
と
「
静
」
の
対
比
の
み
な
ら
ず
、「
静
」
の
空
間
に
残
さ
れ

た
宵
月
の
風
韻
に
も
、
田
植
人
が
去
っ
た
「
静
」
の
空
間
に
残
る
柳
に
通
う
も
の
が
あ
る
。
芭
蕉
の
こ
の

よ
う
な
作
例
か
ら
し
て
も
、《
田
一
枚
》
の
句
は
、
田
植
人
の
作
業
風
景
と
、
人
が
去
り
、
柳
だ
け
が
残

さ
れ
た
寂
寞
の
景
と
い
う
、
動
と
静
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
演
出
し
た
も
の
と
合
理
的
に
理
解
で
き
る
。

田
植
人
を
主
体
と
す
る
見
解
を
支
持
す
る
鈴
木
健
一
は
、
柳
と
静
か
に
向
き
合
う
時
間
が
私
（
芭
蕉
）

に
は
必
要
だ
と
し
、「「
私
」
は
「
柳
」
を
「
立
ち
去
」
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
（
注
三
四
）。

余
人
が
去
っ
た
静
寂
に
よ
り
、
西
行
の
俤
を
化
体
す
る
柳
は
、
孤
高
の
存
在
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
確

か
に
す
る
。
田
植
人
が
去
り
、
泥
土
が
沈
殿
し
、
澄
み
わ
た
る
早
苗
田
。
余
人
な
き
静
寂
の
中
で
差
し
向

か
う
憧
れ
の
人
西
行
の
旧
跡
。
風
狂
人
を
描
く
『
ほ
そ
道
』
の
本
質
に
照
ら
し
て
、
そ
の
主
人
公
が
、
こ

の
至
福
の
時
、
至
福
の
現
場
を
味
わ
う
こ
と
な
し
に
、
柳
を
立
去
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
対
比
が
あ
っ
て
こ
そ
、
下
五
「
柳
か
な
」
の
重
い
詠
嘆
に
、
芭
蕉
万
感
の
思
い
が
こ
も
る
。

空
間
の
寂
寞
、
柳
の
風
流
、
そ
し
て
芭
蕉
の
風
狂
。

《
田
一
枚
》
の
句
は
、
決
し
て
、
面
白
み
の
な
い
句
で
も
、
純
粋
な
客
観
句
で
も
な
い
。
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
に
よ
っ
て
芭
蕉
の
風
狂
を
効
果
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
一
句
な
の
で
あ
る
。

対
照
法
自
体
で
は
な
い
が
、
芭
蕉
の
発
句
に
、
意
外
に
比
較
表
現
の
構
造
が
目
立
つ
旨
の
指
摘
（
注
三

五
）
は
本
論
の
理
解
を
補
強
す
る
で
あ
ろ
う
。

田
植
人
を
主
体
と
す
る
論
拠
は
他
に
も
あ
る
。

か
つ
て
支
考
『
俳
諧
古
今
抄
』
に
お
い
て
、
こ
の
句
の
「
立
去
る
」
は
初
案
で
は
「
立
よ
る
」
で
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
現
代
の
考
証
に
よ
り
否
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
支
考
は
、
既
述
し
た
、
連
歌
に
お
け
る
「
立
寄
る
」「
立
去
る
」
の
選
択
を
も
と
に
「
初
案
」

を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
史
学
で
は
偽
書
す
ら
「
偽
書
た
る
史
料
」
た
り
得
る
よ
う
に
、
支
考
の
こ
の
記
述
に
も
意

味
が
見
出
せ
る
。「
立
去
る
」
の
初
案
を
「
立
よ
る
」
と
す
る
発
想
は
、
主
体
を
共
に
田
植
人
と
の
理
解

を
前
提
と
す
る
か
ら
、「
句
法
模
写
変
態
口
授
」
を
言
い
、
主
体
を
芭
蕉
と
見
る
蓼
太
『
芭
蕉
句
解
』
に

先
立
ち
、
芭
蕉
と
同
時
代
人
の
支
考
は
、「
立
去
る
」
主
体
を
田
植
人
と
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。
田

植
人
を
主
体
と
す
る
見
解
の
一
つ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

そ
の
後
、
中
尾
本
に
よ
り
本
来
の
初
案
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
初
案
《
水
せ
き
て
早
稲
（
早
苗
）
た
は

ぬ
る
柳
陰
》
か
ら
、
一
貫
し
て
田
植
人
の
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
立
去
る
主
体
が
田
植
人
で
あ
る

こ
と
に
親
和
的
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
芭
蕉
を
主
体
と
す
る
本
文
の
「
自
」
か
ら
、
田
植
人
を
主
体
と
す
る
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「
他
」
の
句
へ
の
転
じ
が
工
夫
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五

結
び
に
か
え
て

一
句
の
解
釈
鑑
賞
は
、
特
に
実
作
者
に
お
い
て
は
、
面
白
さ
、
意
外
性
を
求
め
る
方
向
に
陥
り
や
す
い
。

鑑
賞
の
幅
を
広
げ
る
点
に
お
い
て
そ
れ
は
必
ず
し
も
悪
し
き
こ
と
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
特
に
古
典
と

言
う
べ
き
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
の
解
釈
鑑
賞
が
重
要
に
な
ろ

う
。
本
論
は
、
重
層
的
理
解
と
い
う
点
で
、
意
外
性
を
求
め
た
と
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
両

者
の
調
和
を
図
る
べ
く
、
で
き
る
限
り
、
芭
蕉
の
実
作
や
、
芭
蕉
在
世
当
時
の
史
料
、『
ほ
そ
道
』
の
本

質
（
本
意
）
を
踏
ま
え
、
そ
の
詩
境
に
目
配
り
を
し
た
解
釈
論
を
展
開
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

一
枚
の
早
苗
田
に
投
じ
た
本
論
と
い
う
一
石
が
、諸
賢
に
よ
る
議
論
の
発
展
に
繋
が
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

脚
注

一

従
前
、「
早
乙
女
」
や
「
農
夫
」
と
す
る
表
現
が
見
ら
れ
た
が
、
一
句
か
ら
、
男
女
の
別
、
人
数
な

ど
明
ら
か
で
は
な
く
、
本
論
で
は
、
中
立
的
表
現
と
し
て
「
田
植
人
」
の
語
を
用
い
る
。

二

例
え
ば
、
尾
形
仂
『
お
く
の
ほ
そ
道
評
釈
』
一
〇
八
頁
（
二
〇
〇
一
、
角
川
書
店
）

三

森
田
雅
也
「『
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
地
方
談
林
俳
諧

︱
芭
蕉
が
塗
り
替
え
た
俳
諧
勢
力
文
化
圏
︱
」

人
文
論
究
六
三
巻
四
号
二
四
頁
（
二
〇
一
四
）

四

西
村
真
砂
子
『
校
本
お
く
の
ほ
そ
道
』
七
六
頁
（
一
九
八
一
、
福
武
書
店
）

五

上
野
洋
三
『
芭
蕉
自
筆
「
奥
の
細
道
」
の
謎
』
一
四
一
頁
（
一
九
九
七
、
二
見
書
房
）。
櫻
井
武
次

郎
『
芭
蕉
自
筆
「
奥
の
細
道
」
の
顛
末
』
二
一
三
頁
（
一
九
九
七
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
も
、
こ
れ
を
肯

定
す
る
と
見
ら
れ
る

六

尾
形
仂
『「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
語
る
』
三
六
頁
（
一
九
九
七
、
角
川
書
店
）

七

『
世
界
古
典
文
学
全
集
第
一
八
巻

大
学

中
庸

孟
子
』
五
〇
頁
、
五
二
頁
（
一
九
七
一
、
筑
摩

書
房
）

八

『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜

第
十
二
』
一
三
六
頁
（
一
九
六
五
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）
の
資
俊
の

項
に
「
後
新
墾
の
田
を
合
て
下
野
國
那
須
芳
賀
二
郡
の
う
ち
に
し
て
、
都
て
三
千
十
石
餘
を
知
行
す
。」

と
あ
る
。

九

『
時
代
別
国
語
大
辞
典

室
町
時
代
編

三
』
九
八
三
頁
（
一
九
九
四
、
三
省
堂
）

一
〇

両
句
の
句
形
の
類
似
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
長
谷
川
櫂
『「
奥
の
細
道
」
を
よ
む
』
一
〇
一

頁
（
二
〇
〇
七
、
筑
摩
書
房
）

一
一

例
え
ば
、
弥
吉
菅
一
『
新
選
評
釈
奥
の
細
道
俳
句
・
俳
文
・
俳
論
』
九
一
頁
以
下
（
一
九
五
九
、

新
興
出
版
社
・
啓
林
館
）

一
二

『
芭
蕉

奥
の
細
道
ま
で

︱
そ
の
鑑
賞
と
批
評
２
︱
』
八
六
頁
以
下
（
一
九
五
五
、
新
潮
社
）

一
三

中
田
亮
「「
田
一
枚
植
ゑ
て
立
ち
去
る
柳
か
な
」
考
」
文
星
紀
要
四
号
五
三
頁
（
一
九
九
二
）
の

分
類
を
参
考
に
、
よ
り
簡
略
化
し
た
。

一
四

他
に
も
、「
植
て
」
を
「
植
で
」
と
読
む
佐
藤
良
雄
の
見
解
や
、
西
行
と
芭
蕉
が
植
て
立
去
る
と

す
る
長
谷
川
櫂
の
見
解
な
ど
が
あ
る
。

一
五

前
掲
（
注
二
）
一
一
三
頁

一
六

櫻
井
武
次
郎
『
奥
の
細
道
の
研
究
』
三
二
六
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
、
和
泉
書
院
）

一
七

樋
口
功
「「
奧
の
細
道
」
綜
合
研
究
（
第
三
回
）
原
文
・
考
異
・
語
義
・
參
考
」
俳
句
研
究
二
巻
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七
号
一
七
八
頁
（
一
九
三
五
）

一
八

宮
本
三
郎
「
芭
蕉
に
お
け
る
接
続
助
詞
「
て
」
の
用
法
」
共
立
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
三
号

四
〇
頁
（
一
九
五
九
）

一
九

堀
切
実
ら
編
『
諸
注
評
釈
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』
五
七
五
頁
（
二
〇
一
四
、
明
治
書
院
）

二
〇

面
白
さ
、
意
外
性
を
求
め
る
こ
の
句
の
解
釈
へ
の
消
極
的
見
解
と
し
て
、
尾
形
仂
ら
『
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
日
本
文
学
８

芭
蕉
』
八
二
頁
〔
堀
信
夫
発
言
〕（
一
九
七
六
、
學
生
社
）

二
一

前
掲
（
注
一
二
）
八
七
頁

二
二

太
田
清
子
「『
お
く
の
ほ
そ
道
』
蘆
野
の
里
の
章
段
考
（
一
）」
日
本
文
理
大
学
紀
要
三
八
巻
二

号
二
頁
（
二
〇
一
〇
）

二
三

内
藤
鳴
雪
『
芭
蕉
俳
句
評
釈

春
夏
』
一
八
九
頁
以
下
（
一
九
〇
四
、
大
学
館
）

二
四

前
掲
（
注
一
一
）
九
二
頁

二
五

中
西
満
義
『
西
行
の
和
歌
と
伝
承
』
八
四
頁
（
二
〇
二
一
、
方
丈
堂
出
版
）

二
六

今
井
文
男
「「
田
一
枚
」
の
句
」『
表
現
学
論
考
』
八
頁
（
一
九
七
六
、
今
井
文
男
教
授
還
暦
記

念
論
集
刊
行
委
員
会
）

二
七

前
掲
（
注
二
六
）

二
八

前
掲
（
注
二
二
）

二
九

加
藤
楸
邨
『
奥
の
細
道
吟
行
』
一
一
六
頁
（
一
九
九
九
、
平
凡
社
）

三
〇

潁
原
退
藏
『
芭
蕉
講
話
』
一
四
二
頁
（
一
九
四
四
、
出
来
島
書
店
）、
尾
形
仂
『
松
尾
芭
蕉
』
七

七
頁
（
一
九
八
九
、
筑
摩
書
房
）
な
ど

三
一

幸
田
露
伴
ら
『
芭
蕉
俳
句
研
究
』
二
四
三
頁
〔
小
宮
豊
隆
発
言
〕（
一
九
二
二
、
岩
波
書
店
）

三
二

太
田
水
穂
『
太
田
水
穂
全
集

第
七
巻

研
究
篇
』
二
七
〇
頁
（
一
九
五
七
、
近
藤
書
店
）

三
三

宮
脇
真
彦
『
芭
蕉
の
方
法
︱
連
句
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
二
二
八
頁
（
二
〇
〇
二
、
角

川
書
店
）

三
四

鈴
木
健
一
『
古
典
詩
歌
入
門
』
二
一
九
頁
（
二
〇
〇
七
、
岩
波
書
店
）

三
五

堀
切
実
『
表
現
と
し
て
の
俳
諧
』
二
一
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
、
岩
波
書
店
）
の
「
Ⅱ
︱
４

芭

蕉
の
比
較
表
現
」（
初
出
は
表
現
研
究
四
四
号
二
六
頁
、
一
九
八
六
）


