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其
角
と
荷
分

一
、
は
じ
め
に

『
冬
の
日
』
ｏ
『春
の
日
』
ｏ
『
あ
ら
野
』
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

『俳
諧
七
部

集
』
の
う
ち
三
作
ま
で
も
の
編
者
と
さ
れ
な
が
ら
、
荷
分

（慶
安
元
～
享
保

元
年
）
に
対
す
る
評
価
は
決
し
て
高
い
と
は
い
え
な
い
。

京
俳
人
轍
士
の
手
に
な
る
俳
諧
評
判
記

『花
見
車
』
（元
禄
十
五
年
跛
）

に

「
身
の
ね
が
ひ
あ
り
て
み
や
こ
に
の
ぼ
り
、
太
夫
の
位
に
な
ら
ん
と
し
た

け
れ
ど
、
今
は
あ
と

へ
も
さ
き

へ
も
ゆ
か
ず
、
松
尾
屋
の
む
か
し
こ
そ
な

つ

か
し
け
れ
」
と
、
芭
蕉
に
師
事
し
て
い
た
時
が
懐
か
し
い
と
記
さ
れ
、
ま
た

蕉
門
俳
人
の
許
六
は
、
『
俳
諧
問
答
』
の

「
同
門
評
判
」
（元
禄
十

一
年
奥
）

に
、
「荷
今
、
分
別
し
れ
ず
。
愚
に
か

へ
り
た
り
と
い
ふ
べ
き
か
」
と
記
し
、

さ
ら
に
後
に
は
、
蕉
風
に
至
る
ま
で
の
俳
諧
史
的
変
遷
を
綴

っ
た

『
歴
代
滑

稽
伝
』
（正
徳
五
年
跛
）
に
、
「
路
通

・
荷
分

・
野
水

・
越
人

・
木
因
等
は
勘

当
の
門
人
也
」
と
、
蕉
門
を

「
勘
当
」
さ
れ
た
門
人
の

一
人
と
し
て
そ
の
名

を
あ
げ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
荷
分
が
芭
蕉
か
ら
勘
当
さ
れ
た
と
い
う
事
実

辻

村

尚

子

は
確
認
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
在
世
中
か
ら
、
蕉
門
を
離
れ
て
い
っ
た
人

物
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て

「
愚
に
か

へ
り
た
り
」
と
い
っ
た
評

価
が
下
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
許
六
は

『宇
陀
法
師
』
（元
禄
十
五
年
刊
）
に

「師
迂
化
の
後
に

後
集
を
出
し
て
下
手
の
尾
を
出
し
、
初
心
の
人
に
嘲
ら
る
ゝ
。
其
人
も
力
量

有
て
、
速
に
俳
諧
を
や
め
る
か
、
又
は
亡
人
の
数
に
入
侍
る
な
ら
ば
、　
一
た

び
名
を
上
た
る
は
末
代
朽
る
事
あ
る
ま
じ
。
俳
諧
に
か
ぎ
ら
ず
、
其
事
に
数

寄
出
て
後
急
度
や
め
る
事
、
力
量
な
き
人
、
な
ら
ぬ
物
也
。
只
は
や
く
死
た

し
と
願
ふ
べ
き
事
也
。
長
生
の
望
あ
ら
ば
速
に
俳
諧
を
や
め
侍
れ
か
し
」
と
、

力
量
の
な
い
人
は
後
集
を
出
す
く
ら
い
な
ら
、
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
と
さ
え

述
べ
る
。
こ
の

「
後
集
」
は
荷
分
が

『
あ
ら
野
』
の
次
に
刊
行
し
た

『
噴
野

後
集
』
（元
禄
六
年
十

一
月
序
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る

（「師
迂
化
の
後
に
」

と
あ
る
の
は
許
六

の
記
憶
違

い
か
）
。
問
題
は
、
こ
の

『
噴
野
後
集
』
に

あ

っ
た
。
許
六
の
言
葉
は
辛
辣
に
過
ぎ
る
印
象
を
受
け
る
が
、
「
ひ
た
す
ら

『
あ
ら
野
』
『
さ
る
み
の
』
二
集
に
眼
を
さ
ら
し
」
て
蕉
風
俳
諧
の
真
髄
を
学



び
、
芭
蕉
に

「撰
集
を
見
る
事
、
許
子
に
及
ぶ
人
あ
る
ま
じ
」
と
賞
賛
さ
れ

た
と
い
う

（『
俳
諧
間
答
』
「俳
諧
自
讃
之
論
し

人
の
言

で
あ
る
か
ら
、
聞

く
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
元
禄
七
年
正
月
二
十
九
日
付
去
来
宛

の
芭
蕉
書
簡
は
本
書
に
対
す
る
芭
蕉
と
去
来
の
反
応
を
最
大
限
に
う
か
が
い

得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も

『
畷
野
後
集
』
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、
必
ず

引
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今

一
度
あ
げ
て
お
く
。

荷
分
集
之
事
日
々
に
御
申
越
。
其
仕
か
た
賤
敷
凡
情
を
顕
し
候
事
、
御

と
が
め
尤
に
被
レ
存
候
。
さ
れ
共
平
人
の
情
、
常
之
事
に
候

へ
ば
、
少

も
御
と
ん
ぢ
や
く
被
レ
成
間
敷
候
。
万
世
に
俳
風
の

一
道
を
建
立
之
時

に
、
何
ぞ
小
節
胸
中
に
可
レ
置
哉
。
彼
等
に
似
合
敷
心
指
に
て
候
。
立

廻
る
う
ち
に
古
く
成
候
て
、
既
三

つ
物
、
五
年
七
年
此
方

一
動
の
働
も

見
え
ず
候
。

『噴
野
後
集
』
が
刊
行
さ
れ
る
や
い
な
や
、
去
来
か
ら
、
矢
継
ぎ
早
に
芭

蕉
の
も
と
に
批
判
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
去
来
の
批
判
は
、

荷
分
が
そ
の
巻
頭
に
細
川
幽
斎
以
下
、
守
武
、
宗
鑑
を
経
て
宗
因
に
至
る
ま

で
の
古
人
の
句
を
並
べ
、
「
た
ゞ
い
に
し

へ
を
こ
そ
こ
ひ
し
た
は
る
れ
」
と

序
を
結
ん
だ
こ
と
に
あ

っ
た
、
と
は
諸
説
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し

た
古
風
回
帰
の
姿
勢
が

つ
ね
に
新
し
み
を
追
求
し
た
芭
蕉
の
俳
諧
に
背
く
も

の
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
去
来
の
批
判
に
対
し
て
芭
蕉

は
、
「
万
世
に
俳
風
の

一
道
を
建
立
」
し
よ
う
と
す
る
我
ら
に
と

っ
て
、
そ

う
し
た
さ
さ
い
な

「
平
人
の
情
」
な
ど
と
ら
わ
れ
る
必
要
も
な
い
も
の
だ
と

応
じ
る
。
こ
こ
に
は
幾
分
、
去
来
の
憤
激
を
懐
柔
し
よ
う
と
す
る
芭
蕉
の
意

図
を
も
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
芭
蕉
が
荷
今
ら
の
歳
旦
二

つ
物
に
古

び
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
安
保
博
史
氏

「『暖
野
後
集
』
―
荷
分
の
俳
諧
道
の
岐
路
に
」
に
詳

細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
『噴
野
後
集
』
に
復
古
趣
味
の
嗜
好
な
ら
び

に
貞
門
古
風
の
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
荷
分
は
俳
諧
の

出
発
点
に
お
い
て
長
ら
く
貞
門
の
一
雪
、
あ
る
い
は
友
次
の
門
下
と
さ
れ
、

ま
た
、
延
宝
期
に
は
季
吟
門
の
蘭
秀
の
傘
下
で
活
躍
し
た
と
さ
れ
て
き
た
た

め
、
そ
の
俳
風
に
つ
い
て
も
貞
門
的
な
点
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

近
年
に
な
っ
て
、
安
保
博
史
氏

「尾
張
蕉
門
成
立
の
俳
壇
史
的
意
味
に
つ
い

て
」
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
貞
門
俳
人
と
の
師
匠
関
係
は
否
定
さ
れ
、
ま
た
同
論

（
４
）

な
ら
び
に
森
川
昭
氏

「冬
の
日
以
前
の
山
本
荷
分
」
に
よ

っ
て
、
延
宝
後
期

に
は
荷
今
も
談
林
俳
人
と
の
交
渉
が
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、

そ
れ
で
も
な
お
、
「
荷
今
日
貞
門
古
風
」
と
い
う
見
方
に
お
お
よ
そ
変
わ
り

は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
『
暖
野
後
集
』
成
立
と
お
な
じ
、
元
禄
六
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
桃
の
実
』
に
は
、
荷
分
の
詠
ん
だ
凩
の
句
が
世
間
で
評
判
に
な
り
、
荷
分

は
そ
の
句
に
よ

っ
て

「
凩
の
荷
分
」
と
ま
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と

い
う
記
事
が
あ
る
。
古
び
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
荷
分
が
、
こ
こ
で
は
話
題
に

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
い
ま
し
ば
ら
く
、
こ
の
記
事
の
周
辺
を
辿

っ
て
み
た
い
。

二
、
凩
の
句

『桃
の
実
』
は
岡
山
藩
士
で
あ
る
編
者
死
峰
の
、
元
禄
五
年
三
月
の
江
戸

勤
番
を
き

っ
か
け
と
し
て
編
ま
れ
た
集
で
あ
る
。
本
集
巻
頭
に
は
芭
蕉

。
其



角

・
嵐
雪
の
発
句
が
並
び
、

Ｒ
つ
け
て
、
其
角

・
冗
峰
の
夏
題
十
五
の
句
合

が
お
さ
め
ら
れ
、
ま
た
死
峰

・
嵐
雪
に
よ
る
両
吟
半
歌
仙
な
ど
も
見
ら
れ
、

こ
の
時
死
峰
は
特
に
芭
蕉

。
其
角

・
嵐
雪
と
交
流
を
持

っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
そ
の

『桃
の
実
』
は
、
荷
分
句
の
評
判
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

○
尾
陽
の
荷
今
を
此
ご
ろ
世
に
凩
の
荷
今
と
い
へ
る
は
、
木
が
ら
し
に

二
日
の
月
の
吹
ち
る
か
、
と
い
へ
る
句
よ
り
い
ふ
事
な
る
べ
し
。
二
日

の
月
の
ぬ
し
に
な
り
た
る
故
に
や
。
歌

・
連
歌
に
物
か
は
の
蔵
人
、
日

比
の
正
広
、
あ
く
た
れ
の
兼
与
な
ど
い
へ
る
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
。

従
来
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
の
指
摘
は
あ

っ
た
が
、
こ
れ
が
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
あ
く
ま
で

「
復
古
」
「離
反
」
の
人
と
し
て
、

荷
分
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
、
『
桃
の
実
』
が
芭

蕉

・
其
角

・
嵐
雪
ら
と
の
交
流
の
成
果
に
よ
る
集
で
あ
る
事
に
注
意
し
て
お

き
た
い
。
ま
た
、
荷
分
が
そ
の
句
に
よ

っ
て

「
二
日
の
月
の
ぬ
し
」
に
な

っ

た
、
と
あ
る
が
、
こ
の

「
ぬ
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
死
峰
出
府
の
直
前
、
元

禄
五
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た

（『
俳
諧
書
籍
目
録
』
に
よ
る
）
其
角
の

『雑

談
集
』
に
、
「
発
句

・
付
句
と
も
に
、
句
の
主
に
成
事
得
が
た
き
也
‥
‥
」

と
始
ま
る
句
主
の
論
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
死
峰
の
い
う

「
此
ご
ろ
世
に
」
と
い
う
の
は
、
元
禄
五
年
頃
の
江
戸

俳
壇
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
な
か
で
も
特
に
其
角
の
周
辺

で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
荷
分
の
評
判
自
体
を
引
き
起
こ
し
た

の
も
、
芭
蕉
で
は
な
く
、
実
は
其
角
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

荷
分
の

「木
が
ら
し
に
二
日
の
月
の
吹
ち
る
か
」
は
、
月
の
二
日
目
に
出

る
か
細
い
二
日
月
の
繊
細
な
さ
ま
を
、
強
く
激
し
い
凩
に
吹
き
散
ら
さ
れ
て

し
ま
う
か
の
よ
う
だ
、
と
言
い
取

っ
た
句
で
あ
る
。
こ
の
句
に
関
し
て
、
芭

蕉
と
去
来
と
の
間
で
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ

っ
た
こ
と
が

『
去
来
抄
』

に
よ

っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。

凩
に
二
日
の
月
の
ふ
き
ち
る
か
　
　
　
荷
分

凩
の
地
に
も
お
と
さ
ぬ
し
ぐ
れ
哉
　
　
去
来

去
来
曰
く

「
二
日
の
月
と
い
ひ
、
吹
き
ち
る
か
と
働
き
た
る
あ
た
り
、

予
が
句
に
は
る
か
勝
れ
り
と
覚
ゆ
」
。
先
師
曰
く

「
分
が
句
は
、
二
日

の
月
と
い
ふ
物
に
て
作
せ
り
。
そ
の
名
目
を
の
ぞ
け
ば
、
さ
せ
る
事
な

し
。
汝
が
句
は
、
何
を
以
て
作
し
た
る
と
も
見
え
ず
、
全
体
の
好
句
な

り
。
た
だ

「
地
ま
で
」
と
か
ぎ
り
た
る

「
ま
で
」
の
字
い
や
し
」
と
て
、

直
し
給

へ
り
。
初
め
は

「地
ま
で
お
と
さ
ぬ
」
な
り
。
　

　

（先
師
評
）

荷
分
の
句
が
自
作
よ
り
優
れ
て
い
る
と
述
べ
た
去
来
に
対
し
て
、
芭
蕉
は
、

荷
今
句
は

「
二
日
の
月
」
と
い
う
特
別
な
素
材
に
頼

っ
た
だ
け
の
句
で
あ
る

と
し
、
そ
う
し
た
素
材
を
用
い
て
い
な
い
去
来
句
の
方
が

「好
句
」
で
あ
る

と
述
べ
、
さ
ら
に
去
来
句
に
添
削
を
施
し
た
と
い
う
。
芭
蕉
は
、
荷
分
よ
り

も
去
来
の
句
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

荷
分
の
句
は

『
あ
ら
野
』
（元
禄
二
年
三
月
序
）
が
初
出
で
あ
る
が
、
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
直
接
の
機
縁
と
な

っ
た
の
は
、
山
本
唯

一
氏
が

「
尾
張
蕉

門
の
芭
蕉
離
反
―
荷
分
の
場
合
―
」
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
荷
分

・
去
来
の

両
句
を
収
め
る
其
角
の

『
い
つ
を
昔
』
で
あ
ろ
う
。
『
い
つ
を
昔
』
が
刊
行

さ
れ
た
の
は
、
元
禄
三
年
四
月
。
こ
の
年
の
同
じ
月
に

『
奥
の
細
道
』
の
旅

を
終
え
た
芭
蕉
は
幻
住
庵
に
入
り
、
翌
年
九
月
に
帰
東
の
途
に
つ
く
ま
で
上



方

に
滞
在
し
た
。
こ
の
間
、
『
猿
蓑
』
の
編
集
を
め
ぐ

っ
て
、
芭
蕉

・
去

来

・
凡
兆
の
間
に
度
重
な
る
交
流
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
去
来
は

『
い
つ
を

昔
』
の
序
文
を
も
、
も
の
し
て
い
る
か
ら
、
右
の

『
去
来
抄
』
の
や
り
と
り

は
、
お
そ
ら
く
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の

『
い
つ
を
昔
』
を
前
に
し
て
、
元
禄

三
年
頃
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も

『
い
つ
を

昔
』
に
お
い
て
荷
分
の
句
は
、
巻
頭
を
飾
る
露
浩
の
句
に
続
い
て
、
二
句
目

に
配
さ
れ
て
い
た
。
お
な
じ
く
凩
を
詠
み
な
が
ら
、
自
分
よ
り
重
い
扱
い
を

受
け
て
い
る
荷
分
句
を
去
来
が
意
識
し
な
か

っ
た
は
ず
は
な
い
。
こ
う
し
た

経
緯
に
よ

っ
て
先
の
や
り
と
り
は
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
山
本
氏
の
説

く
よ
う
に
、
芭
蕉
の
言
葉
に
は
去
来
を
励
ま
す
意
図
も
あ

っ
た
こ
と
を
考
慮

す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
や
は
り
、
荷
分
の

句
は
芭
蕉
の
意
に
十
分
か
な
う
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

山
本
氏
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
元
禄
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
支
考
の

『
葛

の
松
原
』
に
も
、
去
来
か
ら
支
考
が
聞
い
た
と
い
う
形
で
載
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
の

一
件
を
知

っ
た
荷
分
が
、
去
来
を
よ

り
評
価
し
た
芭
蕉
と
、
そ
の
こ
と
を
手
柄
の
よ
う
に
吹
聴
し
て
ま
わ

っ
た
去

来
に
対
し
て
不
満
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
反
感
の
あ
ら
わ
れ
が
、
『
噴

野
後
集
』
に
お
け
る
蕉
風
離
反
の
態
度
で
あ
る
と
す
る
。
た
し
か
に

一
理
あ

る
説
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
『
畷
野
後
集
』
刊
行
の
元
禄
七
年
に
名
古
屋
を
訪

れ
た
芭
蕉
に
対
す
る
荷
分
の
歓
待
ぶ
り

（元
禄
七
年
間
五
月
二
十

一
日
付
杉

風
宛
、
曽
良
宛
芭
蕉
書
簡
）
を
見
る
時
、
果
た
し
て
荷
分
に
そ
う
し
た
反
発

心
が
あ

っ
た
か
、
疑
間
が
残
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、

其
角
の

『
い
つ
を
昔
』
に
お
い
て
、
荷
分
句
が
、
巻
頭
二
句
め
を
飾

っ
て
い

た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
巻
頭
に

「
天
象
」
の
部
を

立
て
る
と
い
う
、
構
成
上
の
意
図
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
磐

城
平
藩
主
内
藤
風
虎
の
息
、
露
浩
に
次
ぐ
二
句
目
と
い
う
の
は
、
重
い
扱
い

で
あ
る
。

現
在
確
認
さ
れ
る
其
角
と
荷
分
と
の
関
係
で
最
も
は
や
い
も
の
は
、
貞
享

四
年
、
其
角
の
編
集
し
た

『続
虚
栗
』
に
荷
分
の
発
句
が

一
句
入
集
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
が
、
両
者
が
初
め
て
直
接
に
交
流
を
持

っ
た
の
は
、
貞
享
五

年

（九
月
二
十
日
元
禄
に
改
元
）
の
其
角
の
上
京
の
旅
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。

こ
の
旅
の
成
果
を
収
録
す
る
の
が

『
い
つ
を
昔
』
で
あ
る
か
ら
、
今
、
そ
の

問
題
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
上
京
の
旅
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

森
川
昭
氏
紹
介
の

「貞
享
五
年

（元
禄
元
年
）
知
足
日
記
」
の
九
月
十
七

日
の
項
に
、
「
天
晴
　
江
戸
其
角
御
こ
し
。
晩

二
荷
今
方

へ
被
参
候
」
と
あ

り
、
こ
の
時
、
其
角
は
尾
張
の
荷
分
の
も
と
に
も
立
ち
寄

っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
貞
享
五
年
九
月
二
日
付
荷
分

（推
定
）
宛
芭
蕉
書
簡
に

「其
角
も

上
り
度
よ
し
申
候
。
自
然
立
寄
候
は
ゞ
、
よ
ろ
し
く
御
取
持
可
レ
被
レ
下
候
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
両
者

の
会
合
を
と
り
も

っ
た
の
は
芭
蕉

で

あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
あ
ら
野
』
に
収
め
ら
れ
る
、

荷
分
が
室
に
旅
ね
す
る
夜
、
草
臥
な
を
せ
と
て
、
箔

つ
け
た
る
土

器
出
さ
れ
け
れ
ば

か
は
ら
け
の
手
ぎ
は
見
せ
ば
や
菊
の
花
　
　
其
角

（巻
之
四
　
暮
秋
）

の
其
角
発
句
な
ら
び
に
、

狩
野
桶
と
い
ふ
物
、
其
角
の
は
な
む
け
に
お
く
る
と
て



狩
野
桶
に
鹿
を
な
づ
け
よ
秋
の
山
　
　
荷
分
　
　
　
　
（巻
之
七
　
旅
）

と
い
う
荷
分
の
餞
別
句
に
よ

っ
て
両
者
の
交
流
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
後
、
其
角
は
京
に
入
り
、
去
来

・
凡
兆
と
嵯
峨
で
遊
吟
し

て
お
り
、
そ
の
発
句
が

『
い
つ
を
昔
』
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
去
来
の
凩

の
句
も
、
『
い
つ
を
昔
』
に

「十
月
廿
日
嵯
峨
遊
吟
」
と
し
て
、
「
臨
川
寺
凩
の

地
迄
落
さ
ぬ
し
ぐ
れ
か
な
」
と
載
り
、
こ
の
時
に
成

っ
た
句
な
の
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
江
戸

へ
の
帰
途
、
其
角
は
再
び
尾
張
に
立
ち
寄

っ
て
い
る
こ
と
が
、

「
元
禄
元
年
知
足
日
記
」
に
、
「十
二
月
四
日
　
晴
天
　
夜

二
入
帰
宅
申
候
。

其
角
江
戸

へ
下
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
『
あ
ら
野
』
に
、
「
其
角
に

わ
か
る
ゝ
と
き
／
あ

ゝ
た

つ
た
ひ
と
り
た

つ
た
る
冬
の
宿
　
　
荷
分
」
（巻

之
七
　
旅
）
と
あ
る
の
は
、
こ
の
時
も
ま
た
両
者
の
交
流
が
あ

っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
『
い
つ
を
昔
』
に
お
け
る
、
其
角
の
荷
今
に
対
す
る
厚
遇
は
、

こ
う
し
た
直
接
交
流
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
其
角
の
は
か
ら
い
が
あ

っ
て
こ
そ
、
荷
分
の
凩
の
句
は
注
目
を
集
め
、

荷
分
は

「
二
日
の
月
の
ぬ
し
」
に
な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
は
、
元
禄
三
年
頃
、
上
方
で
去
来
に
対
し
て
、
『
い
つ
を
昔
』
を
前

に
、
荷
分
句
を
批
判
し
て
い
た
。　
一
方
の
江
戸
で
は
、
同
じ

『
い
つ
を
昔
』

を
き

っ
か
け
と
し
て
、
荷
分
句
が
其
角
周
辺
で
評
判
に
な
り
、
そ
れ
は

『
桃

の
実
』
に
よ
れ
ば
、
死
峰
が
江
戸
に
滞
在
し
た
元
禄
五
年
の
春
頃
に
お
い
て

も
な
お
話
題
で
あ

っ
た
。
芭
蕉
が
江
戸
に
帰
着
し
た
の
は
元
禄
四
年
十
月
末

で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
が
江
戸
に
た
ど
り
着
い
た
時
、
そ
こ
で
は
批
判
し
た
は

ず
の
荷
分
句
が
評
判
に
な

っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、

問
題
は
た
ん
に
荷
分
と
い
う

一
俳
人
の
評
価
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の

時
期
の
芭
蕉
不
在
の
江
戸
俳
壇
と
、
芭
蕉
と
の
距
離
を
考
え
る
う
え
で
も
重

要
な
問
題
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
「雑
談
集
』
の
荷
分
評

其
角
の
荷
分
に
対
す
る
処
遇
は
、
た
ん
に
、
両
者
の
直
接
交
渉
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
元
禄
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
其
角
の

『
雑
談
集
』
に
見
え
る
次
の

一
節
に
注
目
し
た
い
。

う
ぐ
ひ
す
や
竹
の
枯
葉
を
ふ
み
落
し
　
　
荷
分

一
、
竹
に
鶯
を
取
合
せ
て
と
案
た
ら
ば
、
古
歌

・
連
歌
ま
ぎ
ら
は
し
く

成
て
、
発
句
に
は
云
と
ら
れ
ま
じ
く
や
。
ま
だ
初
春
の
藪
の
そ
よ
ぎ

を
、
鴛
か
と
も
気
を
付
た
る
所
、
わ
づ
か
に
作
意
有
。
そ
れ
も
又
気

色
を
さ
が
し
出

て
、
愛
に
是
を
求
め
て
新
し
な
ど

ゝ
お
も
は
ゞ
、

己
レ
〈
口
点
し
た
り
と
、
人

の
間
じ
る
ま
じ
き
句
成

べ
し
。
「
定
家
卿

の
歌
は
聞
得
る
事
稀
也
」
な
ど
申
す
は
、
恐
れ
多
し
。

竹
に
鶯
を
取
合
せ
て
句
作
し
よ
う
と
す
る
と
、
古
歌
や
連
歌
の
よ
う
に

な

っ
て
し
ま
い
、
な
か
な
か
発
句
に
詠
む
こ
と
が
難
し
い
と
こ
ろ
を
、
荷
分

の
句
は
う
ま
く
詠
み
得
て
い
る
、
と
其
角
は
こ
こ
で
荷
今
句
を
称
し
て
い
る
。

例
え
ば

「竹
ち
か
く
よ
ど
こ
ね
は
せ
じ
鶯
の
な
く
声
き
け
ば
あ
さ
い
せ
ら
れ

ず
」
「
後
撰
和
歌
集
し
、
「今
よ
り
は
や
ど
の
ま
が
き
に
竹
う
ゑ
て
な
く
鶯

の
ね
ぐ
ら
さ
だ
め
ん
」
「
拾
玉
集
し

の
よ
う
に
、
和
歌

で
は
竹
は
鶯
の
ね

ぐ
ら
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
連
歌
に
お
い
て
も
、
「
鶯
ト

ア
ラ
バ
‥
‥
竹
」
「
連
珠
合
壁
集
Ｌ

と
あ
る
よ
う
に
鶯
と
竹
は
寄
合
語
で

あ
り
、
『
発
句
帳
』
（寛
文
六
年
刊
）
に
は

「
雪
も
お
し
う
ぐ
ひ
す
来
な
く
園



の
竹
　
　
一ホ
養
」
、
「
う
ぐ
ひ
す
も
よ
ご
も
る
竹
の
初
音
か
な
　
　
紹
巴
」
と

い
っ
た
連
歌
発
句
が
み
え
る
。
こ
の
流
れ
を
う
け
て
貞
門
俳
諧
に
お
い
て
も
、

「を
の
づ
か
ら
鶯
篭
や
園
の
竹
　
　
望

一
」
「
犬
子
集
し
、
「
う
ば
竹
は
老
の

鶯
の
ね
ぐ
ら
か
な
」
（徳
元

『塵
塚
誹
諧
集
し
、
「竹
に
ぬ
る
鶯
の
歌
や
つ
つ

ど
ま
り
　
　
重
俊
」
「
続
山
井
）

と
こ
れ
を
素
材
に
し
て
、
見
立
て
や
縁

語
、
掛
詞
と
い
っ
た
機
知
を
こ
ら
し
た
句
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。　
一
方
、

荷
分
の
句
は
、
鶯
の
鳴
く
声
で
は
な
く
、
ま
だ
初
春
の
頃
の
わ
ず
か
な
藪
の

そ
よ
め
き
に
よ
っ
て
鶯
の
存
在
に
気
づ
く
、
と
い
う
微
妙
な
所
を
詠
み
と
っ

て
い
る
点
に
よ
う
や
く
趣
向
が
見
い
だ
せ
る
句
で
あ
る
と
其
角
は
い
う
。
こ

れ
は
、
「螢
‥
ね
ぐ
ら
の
竹
」
と
い
う
固
定
し
た
取
合
せ
に
頼

っ
た
り
、
新

し
い
句
作
を
し
よ
う
と
わ
ざ
と
ら
し
く
初
春
の
景
を
探
じ
求
め
て
詠
ん
だ
、

作
意
が
あ
ら
わ
な
句
と
は

一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の

一
節
の
直
前
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
句
主
の
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
こ
で
其
角
は
、
「手
が
は
り
成
句
作
に
て
主
に
成
ん
と
工
」
む
と
、
「
を
の

づ
か
ら
興
さ
め
」
し
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
「
あ
り
て
い
成
句
に
て
秀
逸
な

る
は
妙
を
得
し
上
手
也
」
と
述
べ
る
。
荷
分
の
句
も
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
を

詠
ん
で
い
て
、
そ
れ
で
い
て
絶
妙
な
、
優
れ
た
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ス
了
つ
。

こ
の
句
は
、
の
ち
に

『
俳
風
弓
』
（壺
中
編
、
元
禄
六
年
刊
）
の
ほ
か
、

『
暖
野
後
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
と
か
く
貞
門
古
風
の
作
が
見
ら
れ

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

『
噴
野
後
集
』
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
句
が
多
い

こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の

「鶯
や
」
の
句
は
、
先
に
挙
げ
た
貞
門
の
句

と
は
明
ら
か
に
違
う
句
作
り
で
あ
る
。
『
雑
談
集
』
の
こ
の

一
節
は
、
『暖
野

後
集
』
の
作
風
を
見
直
す
上
で
も
示
唆
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
其
角
の
荷
分
評
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
た
ん
に
其
角
と
荷
今

の
交
流
に
よ
る
も
の
、
と
片
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
『
雑
談
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な

一
節
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

‥
付
句
は
、
殊
更
時
の
宜
し
き
を
う
か
ゞ
ひ
ぬ
べ
し
。
翁
、
尾
張
に
て
、

宮
守
が
油
さ
げ
行
小
夜
更
て

と
云
句
を
付
合
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
熱
田
の
宮
の
い
ま
だ
造
営
な
か
り
し

年
に
て
、
人
々
の
心
も
神
さ
び
た
る
折
ふ
し
に
か
な
ひ
て
、
皆
誹
諧
の

眼

を
付
か

へ
し
は
、
『
冬
の
日
』
と
い
ふ
五
歌
仙
に
て
、
ひ
ゞ
ら
き
侍

ぬ
ソ

。

芭
蕉
の

「宮
守
が
」
と
い
う
付
句
は
、
実
際
に
は

『冬
の
日
』
に
収
め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
『冬
の
日
』
が
成
立
し
た
の
と
同
じ
、
野
ざ
ら
し

紀
行
の
旅
中
に
興
行
さ
れ
た
、
「
つ
く
づ
く
と
」
歌
仙

（『熱
田
三
歌
仙
し

中
の

一
句
な
の
で
あ
る
が
、
其
角
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
、
『冬
の
日
』
が

蕉
風
開
眼
の
作
品
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
『冬
の
日
』
を
こ
の
よ
う
に

位
置
づ
け
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
其
角
が
最
初
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『雑
談
集
』
が
成
立
し
た
時
、
の
ち
に

「俳
諧
の
古
今
集
」
「
宇
陀
法

師
）

と
も
称
さ
れ
た

『猿
蓑
』
は
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
『雑
談
集
』

の
跛
に
は
、
「
元
禄
辛
未
歳
内
立
春
日
於
狂
而
堂
燈
下
書
／
芭
蕉
翁
回
国
帰

庵
時
宜
相
応
故
被
校
合
畢
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
成
立
は
、
元
禄

四
年
十
二
月
十
九
日
、
ち
ょ
う
ど
十
月
末
に
江
戸
に
戻
っ
た
芭
蕉
を
迎
え
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
元
禄
四
年
九
月
二
十
三
日
付
椀
市

・
式
之
宛
芭

蕉
書
簡
に

「頃
日
、
其
角
又
集
仕
由
申
越
候
間
、
撰
入
可
レ仕
候
」
、
同
年
十



一
月
十
三
日
付
同
両
氏
宛
芭
蕉
書
簡
に

「春
は
其
角
集
あ
み
申
候
間
、
入
集

可
レ
仕
候
」
と
い
う
、
其
角
の
編
む

「集
」
が
、
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

其
角
の

『
雑
談
集
』
を
指
す
な
ら
ば
、
『雑
談
集
』
の
編
集
は
、
元
禄
四
年

の
冬
ま
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。　
一
方
、
『
猿
蓑
』
の
刊
行
は
、
元

禄
四
年
七
月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の

『
猿
蓑
』
に
荷
今
は
発
句
二
句
が
入

集
す
る
の
み
で
あ
る
。
『去
来
抄
』
に
は
、
荷
分
の

「
面
梶
よ
明
石
の
と
ま

り
時
鳥
」
句
が
、
『猿
蓑
』
撰
入
に
も
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
他
に

も
こ
う
し
た
例
が
あ

っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
去
来
二
十
六
、
凡
兆
四
十

二
句
の
入
集
は
編
者
と
し
て
当
然
で
は
あ
る
が
、
『
ひ
さ
ご
』
（元
禄
三
年
八

月
刊
）
に
関
与
し
た
乙
州
の
八
句
、
珍
碩
七
句
、
正
秀
六
句
、
越
人
六
句
、

曲
水
三
句
に
比

べ
れ
ば
、
荷
分
の
二
句
は
明
ら
か
に
少
な
い
。
『
猿
蓑
』
に

お
い
て
、
芭
蕉
の
関
心
が
上
方
連
衆
に
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『猿
蓑
』
の
序
文
は
、
他
な
ら
ぬ
、
其
角
が
記
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
の
序
に

「我
翁
行
脚
の
こ
ろ
、
伊
賀
越
し
け
る
山
中
に
て
、
猿
に
小
簑
を

着
せ
て
、
誹
諧
の
神
を
入
た
ま
」

っ
た
と
い
う

『
猿
蓑
』
に
お
け
る
、
最
新

の
芭
蕉
の
俳
諧
に
つ
い
て
、
『
雑
談
集
』
に
お
い
て
論
を
展
開
す
る
こ
と
も

で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
に
其
角
は
な
ぜ
あ
え
て
荷
分
の
句
を
、

そ
し
て
荷
分
の
編
ん
だ

『
冬
の
日
』
を
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、
其
角
の
視
点

其
角
が
荷
分
の

「
鶯
や
」
句
を
評
価
し
た
の
は
、
「
ま
だ
初
春
の
藪
の
そ

よ
ぎ
を
、
鶯
か
と
も
気
を
付
た
る
」
心
を
、
句
作
を
巧
ま
ず
に
詠
ん
だ
点
で

あ

っ
た
。
ま
た
、
『
冬

の
日
』
を
蕉
風
開
眼

の
作
と
し
た
の
は
、
芭
蕉

の

「
時
の
宜
し
き
を
う
か
ゞ
ひ
」
得
た
付
句
が
、
人
々
の
心
の

「
折
ふ
し
に
か

な
」

っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
こ
の
巧
ま
ぬ

「
心

（
＝
情

・
誠
こ

と
、
「時

宜
」
の
重
要
性
は
、
『
雑
談
集
』
に
お
い
て
く
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。

一
、
誹
諧
に
新
古
の
さ
か
い
分
が
た
し
。
い
は
ゞ
情
の
う
す
き
句
は
、

を
の
づ
か
ら
見
あ
き
も
し
、
聞
ふ
る
さ
る
ゝ
に
や
。
又
、
情
の
厚
き

句
は
、
詞
も
心
も
古
け
れ
ど
も
、
作
者
の
誠
よ
り
思
ひ
合
ぬ
る
ゆ
へ
、

時
に
新
し
く
、
不
易
の
功
あ
ら
は
れ
侍
る
。
高
位
の
人
の
取
あ

へ
ず

思
ひ
出
給

へ
る
句
、
少
年

。
少
女

。
遊
女

・
禅
門
な
ど
の
、
折
に
ふ

れ
た
る
事
云
出
し
は
、
心
と
心
の
む
か
ひ
あ

へ
る
故
、
等
類
あ
る
句

も
聞
ゆ
る
さ
れ
侍
り
。

「
情
の
厚
き
」
句
は
、
「
詞
も
心

（
こ
こ
の

「
心
」
は
伝
統
的

「本
意
」
の

意
と
思
わ
れ
る
と

も
古
び
て
い
る
が
、
「作
者
の
誠
」
が
あ
る
た
め
に
千
歳

不
易
の
功
が
あ
ら
わ
れ
る
。
「
取
あ

へ
ず
思
ひ
出
」
た
句
や
、
「折
に
ふ
れ
た

る
事
云
出
し
」
句
が
、
等
類
が
あ

っ
た
と
し
て
も
許
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら

が
物
事
の
伝
統
的
本
意
と

「
作
者
の
誠
」
が
対
等
に
向
き
合

っ
て
い
る
か
ら

だ
と
い
う
。
そ
こ
に
、
趣
向
を
凝
ら
そ
う
と
巧
む
心
が
あ

っ
て
は
い
け
な
い

の
で
あ
る
。
其
角
は
ま
た
、
別
の
箇
所
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

‥
打
越
の
六
か
し
き
所
か
、
席
の
し
ぶ
り
た
る
時
に
、
時
に
宜
し
く
付

流
し
た
ら
ば
、
た
と

へ
無
点
の
句
也
と
も
、
是
用
也
。
点
者
の
心
を
か

ね
て
、
句
ご
と
に
あ
ら
ぬ
工
み
を
め
ぐ
ら
し
、
人
の
前
句
を
ば
ひ
あ
ひ

な
ど
せ
ん
は
、
無
下
に
口
惜
き
は
た
ら
き
也
。
用

。
無
用
の
境
、
新

古
の
分
別
、
心
ざ
し
を
高
く
守
ら
ば
、
自
然
の
風
流
あ
ら
は
れ
て
、
幽

玄
の

一
句
も
、
い
か
で
思
は
づ
し
ぬ
べ
き
や
。



こ
れ
は
連
句
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
其
角
は
作
意
を
巧
ま
ぬ

心
に
よ

っ
て
、
時
宜
よ
く
句
作
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
、
新
風

。
古
風

と
い
っ
た
問
題
は
付
随
的
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
あ
く
ま
で
大
切
な
の

は
、
こ
う
し
た

「
心
ざ
し
を
高
く
守
」
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
自

然
と
不
易
の
句
も
な
し
う
る
も
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
荷
分
の

「鶯
や
」
の

句
、
な
ら
び
に

『
冬
の
日
』
は
、
そ
の

「
心
ざ
し
」
の
あ
る
例
と
し
て
と
り

あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
説
く
、
其
角
じ
し
ん
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
。

『雑
談
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な

一
節
も
見
ら
れ
る
。

一
、
去
頃
、
習
ｍ
か
は
る
恋
」
と
い
ふ
句
に
、

百
夜
が
中
に
雪
の
少
将

と
云
句
を
付
て
、
「
忍
の
字
の
心
を
ふ
か
く
取
た
る
よ
」
と
自
讃
申

け
る
に
、
『
猿
蓑
』
の
歌
仙
に
、
習
Ш
か
は
り
た
る
恋
を
し
て
」
と
い

ふ
句
に
、

う
き
世
の
は
て
は
皆
小
町
也

と
、
翁
の
句
の
聞
え
け
れ
ば
、
此
句
の
鈷
や
う
、
作
の
外
を
は
な
れ

て
、
日
々
の
変
に
か
け
、
時

の
間
の
人
‐情
に
う

つ
り
て
、
し
か
も

翁
の
衰

病

に
つ
か
は
れ
し
境
界
に
か
な

へ
る
所
、
誠
を
ろ
そ
か
な

ら
ず
。
少
将
と
云
る
句
は
、
予
が
血
気
に
合
ぬ
れ
ば
、
句
の
ふ
り
も

さ
か
し
く
聞
え
侍
る
に
や
。
此
口
癖
、
い
か
に
愈
し
ぬ
べ
き
。

『猿
蓑
』
の
歌
仙
に
収
め
ら
れ
る
芭
蕉

の
付
句
に
は
芭
蕉
の

「
誠
」
に
か

な

っ
た

「鈷
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
み
ず
か
ら
の
句
は
、
お
の

れ
の

「血
気
」
に
相
当
し
て

「
さ
か
し
く
聞
え
」
る
点
を
自
省
し
た
と
記
し

て
い
る
。
こ
の
芭
蕉
と
其
角
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
石
川
八
朗
氏

「其
角
の

芭
蕉
観
か
ら
」
な
ら
び
に
、
白
石
悌
三
氏

「誠
と
作
意
」
に
詳
し
い
の
で
こ

こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。
た
だ
、
『猿
蓑
』
成
立
の
元
禄
三
、
四
年
頃

に
其
角
は
芭
蕉
と
の
相
違
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
石
川
氏
の
指

摘
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
元
禄
三
年
九
月
二
十
六
日
付
曽
良
宛
芭
蕉
書

簡
に
は
、
芭
蕉
が
湖
南
連
衆
と
巻
い
た

『
ひ
さ
ご
』
の
か
る
み
に
と
ま
ど
う

江
戸
蕉
門
の
反
応
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
、
「
キ
角
な
ど
は
心
に
入
不
レ申

候
様
に
承
候
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
徴
候
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

貞
享
元
年
の

「野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
以
来
、
江
戸
を
離
れ
、
日
々
新
し

み
を
求
め
て
ゆ
く
芭
蕉
と
の
距
離
を
最
も
敏
感
に
察
知
し
た
の
は
、
延
宝
の

は
じ
め
か
ら
芭
蕉
と
歩
み
を
共
に
し
て
き
た
其
角
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
其
角
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
芭
蕉
の
新
風
に
取

り
残
さ
れ
た
者
た
ち
を
慮
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
塩
崎
俊

彦
氏

「其
角

『雑
談
集
』
と
芭
蕉
」
は
、
『雑
談
集
』
の
内
容
に
、
芭
蕉
の

江
戸
不
在
が
色
濃
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
猿
蓑
』
を
世
に
送

り
出
し
た
元
禄
四
年
と
い
う
こ
の
年
は
、
其
角
に
と
っ
て
、
守
る
べ
き
芭
蕉

と
そ
の
一
門
の
風
雅
と
い
う
も
の
の
内
実
が
、
よ
う
や
く
具
体
的
な
形
を
と

り
始
め
た
時
期
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
が
、
そ
こ
に
は
、
広
ま
り
ゆ
く
蕉

門
間
の
微
妙
な
均
衡
を
保
つ
、
其
角
な
り
の
心
遣
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
『雑
談
集
』
に
お
け
る
荷
分
の
評
は
、
そ
う
し
た
、
其
角

独
自
の
視
点
と
配
慮
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。



五
、
「雑
談
集
」
と

『噴
野
後
集
』

『雑
談
集
』
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
暖
野
後
集
』
に
、
其
角
は
発
句
八

句
が
入
集
す
る
。
八
句
と
い
う
こ
の
句
数
は
、
芭
蕉
の
四
句
よ
り
も
、
そ
し

て
去
来
の

一
句
、
凡
兆
の
二
句
入
集
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
句
数
で
あ
る
。

『
雑
談
集
』
を
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
荷
今
が
、
『
猿
蓑
』
を
編
ん
だ
去
来

。
凡

兆
よ
り
も
、
以
前
か
ら
交
流
も
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
も
自
身
の
力
量
を
認
め

て
く
れ
た
其
角
に
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
荷
分
の
心
情
の

一
端
を
、
其
角
に
対
す
る
厚
遇
に

見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の

『
畷
野
後
集
』
の
巻
頭
に
並
べ
ら
れ
た
細
川
幽
斎
以
下
、
守

武
、
宗
鑑
を
経
て
宗
因
に
至
る
ま
で
の
古
人
の
句
、
な
ら
び
に

「
た
ゞ
い
に

し

へ
を
こ
そ
こ
ひ
し
た
は
る
れ
」
と
結
ば
れ
る
序
文
が
去
来
の
非
難
の
的
に

な
り
、
そ
の
批
判
に
応
じ
た
芭
蕉
も
荷
分
の
俳
諧
に
古
び
を
指
摘
し
た
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
。
た
し
か
に
、
『噴
野
後
集
』
を

『猿
蓑
』
と
比
べ
れ
ば
、

こ
う
し
た
趣
向
が
時
代
錯
誤
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
を

『雑
談
集
』
と
並
べ
て
み
る
時
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
違
和

感
は
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

『
暖
野
後
集
』
に
挙
げ
ら
れ
る
古
人
十
二
名
の
う
ち
、
守
武

・
宗
鑑

・
親

重

（立
圃
）
。
維
舟

（重
頼
）
。
貞
室

。
忠
知

・
宗
因
の
七
名
の
名
が

『
雑
談

集
』
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
そ
の
末
尾
に
注
目
が
置

か
れ
る
こ
と
の
多
か

っ
た
荷
分
の
序
文
だ
が
、
冒
頭
に
は

「
今
は
む
か
し
、

是
等
の
人
／
ヽ
の
句
を
思
ひ
は
か
る
に
、
唯
み
る
こ
と
聞
こ
と
に
い
ち
じ
る

く
、
詞
は
い
ひ
出
る
ま
ゝ
を
は
じ
め
の
姿
に
な
し
て
、
あ
や
ど
る
さ
ま
見
え

ず
。
を
の
づ
か
ら
景
と
情
と
そ
な
は
り
て
、
又
外
に
優
を
得
た
り
。
中
に
も

玄
旨
老
師

「
よ
し
や
ふ
れ
」
と
の
玉
ひ
し
は
、
凡
の
狂
句
げ
に
も
あ
ら
ず
。

は
な
を
待
る
心
ふ
か
く
、
こ
と
ば
は
世
話
の
上
に
尽
て
、
余
情
限
あ
ら
じ
か

し
‥
」
と
、
巻
頭
に
掲
げ
た
古
人
の
句
が
、
詞
や
趣
向
を
巧
ま
ず
、
作
者
の

「
心
」
を
詠
ん
で
い
る
た
め
に
、
自
然
と
景
情
備
わ

っ
た
優
れ
た
句
に
な

っ

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
其
角
が

『
雑
談
集
』
に
お
い
て
説
い
て

い
た
こ
と
に
重
な
る
。
荷
分
は
続
け
て
、
こ
れ
ら
古
人

の
句

に
対
し
て
、

「
や
ゝ
こ
の
比
に
い
た
り
て
、
ち
り
´
ヽ
草
の
雫
を
だ
に
味
ふ
る
人
な
き
に

や
。　
一
ふ
し
あ
る
も
じ
も
聞
ず
な
り
ゆ
く
ぞ

つ
た
な
し
」
と
当
流
を
批
判
す

る
。
従
来
、
こ
の

「
こ
の
比
」
以
下
の
文
は

『
猿
蓑
』
の
新
風
俳
諧
に
対
す

る
批
判
と
解
さ
れ
、
こ
こ
に
荷
分
の
蕉
風
離
反
の
態
度
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ

て
き
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
む
し
ろ
、
其
角
の

『
雑
談
集
』
の
説
く
と

こ
ろ
に
倣

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
、
今
や
誹
諧
の
正

‐
風
お
こ
な
は
れ
て
、
心
の
上
に
功
を
か
さ
ね
、

何
事
も

一
句
に
云
と
ら
ず
と
云
事
な
し
。
然
れ
ど
も
、
是
を
こ
れ
ぞ

と
、
手
に
取

て
覚

へ
た
る
人
は
な
く
て
、
只
句
作
を
あ
や
か
り
、

行
形
を
ま
ね
、
そ
れ
か
こ
れ
か
と
紛
ら
は
し
き
ば
か
り
成
、
聞
と
り

法
間
也
。
そ
れ
い
か
に
と
云
に
、
古
風
の
ま

つ
た
ゞ
中
に
生
れ
て
、

今
は
六
十
に
も
あ
ま
り
し
人
の
、
里
日
風
は
申
け
れ
ど
も
、
今
風
は

ゑ
申
さ
れ
ず
」
と
、
卑
下
せ
ら
る
ゝ
に
て
知
べ
し
。
其
昔
風
と
い
へ

る
時
の
、
正
章

・
重
頼

・
立
圃

・
宗
因
、　
一
句
と
て
も
あ
だ
な
る
句

は
な
し
。
時
代
蒔
絵
の
堅
地
に
て
、
尤
秘
蔵
せ
ら
る
。
又
、
昔
と
て



下
地
鹿
相
に
、
念
の
入
ざ
る
は
冗
や
す
く
破
や
す
じ
。
今
何
の
用
に

た
ゝ
ず
。
当
時
の
作
者
、
此
心
を
得
て
、
随
分
念
を
入
て
工
案
せ
よ
。

千
歳
の
後
も
至
宝
也
。
‥
‥

古
風
と
い
わ
れ
る
貞
室

。
重
頼

・
立
圃

・
宗
因
の
句
に
は
、　
一
句
と
し
て

い
い
加
減
な
句
は
な
く
、
千
年
の
後
で
も
通
じ
る
秘
蔵
の

「至
宝
」
で
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「誹
諧
の
正
風
」
が
行
わ
れ
、
今
や
ど
の
よ
う

な
事
柄
で
も

一
句
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
当
流
俳
諧
に
は
、
し
か
し

な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
句
主
に
な
る
よ
う
な
人
物
は
お
ら
ず
、
独
自
性
の
な
い

よ
く
似
た
句
作
ば
か
り
で
あ
る
と
其
角
は
指
摘
す
る
。
荷
分
の
当
流
批
判
は

こ
の
其
角
の
論
調
に
近
似
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
芭
蕉
離
反
の
意
志
ま
で

読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
『雑
談
集
』
の
其
角
の
跛
に

「芭

蕉
翁
回
国
帰
庵
時
宜
相
応
故
被
校
合
畢
」
と
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意

し
て
お
き
た
い
。
『雑
談
集
』
が
芭
蕉
の
校
合
を
経
た
、
と
い
う

一
文
が
ど

の
よ
う
な
意
図
に
よ
る
も
の
か
、
今
は
明
確
な
考
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
が
、
こ
の
一
文
は
、
こ
こ
に
大
き
な
意
味
を
持

つ
こ
と
に
な
る
。
荷
分
と

し
て
は
、
自
身
の
力
量
が
認
め
ら
れ
た
、
し
か
も
芭
蕉
の
お
墨
付
き
の
、

『雑
談
集
』
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

確
か
に
そ
の
序
文
を
、
「
た
ゞ
い
に
し
へ
を
こ
そ
こ
ひ
し
た
は
る
れ
」
と

盲
信
的
な
古
人
思
慕
の
意
で
結
ん
で
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
荷
分
の
限
界
が

あ
っ
た
こ
と
は
認
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
う
し
た
荷
分
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
ぬ
其
角
で
は
な
か
っ
た
。
『雑
談
集
』
の
な
か
に
、
何
気
な
く
お
か
れ

る
次
の
一
節
の
真
意
に
荷
分
は
気
づ
く
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
、
荷
分
集

『
あ
ら
野
』
に

「辞
世
」
と
あ
り
。

散
花
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
夕
べ
哉
　
　
守
武

彼
集
の
あ
や
ま
り
か
。
神

職
の
辞
世
と
し
て
、
何
ぞ
此
境
を
に
ら

む
べ
き
や
。
只
鳴
呼
と
歎
美
し
て
う
ち
お
ど
ろ
き
た
る
落
花
か
。

守
武
の
句
は
、
『
あ
ら
野
』
に
は

「辞
世
」
で
は
な
く

「末
期
に
」
と
前

書
が
あ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
あ
ら
野
』
に
守
武
の
辞
世
の
句
と

し
て
掲
げ
る
発
句
に
つ
い
て
、
其
角
は
、
伊
勢
神
宮
の
神
官
で
あ
る
守
武
が

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
境
地
を
悟
る
は
ず
は
な
い
と

『あ
ら
野
』
の
誤
り
を

指
摘
す
る
。
守
武
と
い
う
古
人
の
立
場
に
た
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
其
角
が
見

よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
そ
の

「作
者
の
誠
」
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ

こ
に
、
自
ら
の
視
点
に
基
づ
い
て
、
誤
り
は
誤
り
と
し
て
指
摘
し
、
評
価
す

べ
き
点
は
評
価
す
る
其
角
の
姿
勢
、
あ
る
い
は
器
量
と
い
っ
て
も
よ
い
の
か

も
し
れ
な
い
、
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六
、
「噴
野
後
集
』
そ
の
後

『噴
野
後
集
』
刊
行
間
も
な
い
元
禄
七
年
五
月
、
名
古
屋
に
立
ち
寄

っ
た

芭
蕉
は
、
「荷
今

へ
寄
り
候
ひ
て
三
夜
二
日
逗
留
、
荷
今
よ
ろ
こ
び
、
野

水

・
越
人
同
前
に
て
か
た
り
つ
づ
け
申
し
候
」
（元
禄
七
年
間
五
月
二
十

一

日
付
曽
良
宛
芭
蕉
書
簡
）
と
い
う
歓
迎
を
受
け
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
芭

蕉
は
、
「名
ご
や
古
老
の
も
の
共
は
少
し
俳
諧
も
仕
さ
げ
た
る
様
に
相
見
え

候
」
（同
書
簡
）
と
感
じ
た
よ
う
だ
が
、
荷
分
ら
の
態
度
は
好
意
的
で
あ
り
、

そ
こ
に
反
芭
蕉
的
な
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
其
角
は
同
じ

元
禄
七
年
に
刊
行
し
た

『句
兄
弟
』
第
二
十
七
番
越
人
句
の
注
解
に
、
「尋

常
の
詞
に
よ
り
て
中
七
字
に
風
俗
を
立
た
る
は
荷
分
越
人
等
が
好
む
所
の
手



癖
也
」
と
荷
分
ら
の
手
法
を
指
摘
す
る
が
、
こ
こ
に
古
風
と
い
っ
た
言
葉
や
、

あ
る
い
は
去
来
の
よ
う
な
批
判
め
い
た
口
調
は
見
ら
れ
な
い
。
芭
蕉
と
も
、

去
来
と
も
異
な
る
も
の
を
其
角
は
荷
分
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

元
禄
七
年
十
月
十
二
日
、
芭
蕉
は
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
の
臨
終
や
葬

送
の
様
子
、
な
ら
び
に
門
人
に
よ
る
追
善
の
俳
筵
に

つ
い
て
は
、
其
角
の

『
枯
尾
花
』
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
禄
七
年
十

一
月
十
二
日
に
丸

山
量
阿
弥
亭
で
芭
蕉
初
月
忌
の
百
韻
興
行
が
興
行
さ
れ
て
い
る
。
発
句
、
第

二
、
第
二
は
、
嵐
雪
、
桃
隣
、
岩
翁
で
四
句
め
に
其
角
の
名
が
見
え
る
。
興

味
深
い
の
は
、
そ
こ
に
荷
分
と
去
来
も
出
座
し
て
い
る
こ
と
だ
。
百
韻
中
に

荷
分
に
去
来
が
付
け
た
句
が
二
句
見
え
、
ま
た
名
残
の
裏
で
は

「新
大
橋
の

富
士
も
よ
く
成
」
と
い
う
去
来
句
に
、
「
な

つ
か
し
や
切
干
下
す
尾
張
宿
」

と
荷
分
が
付
け
て
い
る
。
去
来
は
こ
の
年
の
初
め
、
荷
分
の

『噴
野
後
集
』

を
批
判
す
る
書
簡
を
芭
蕉
に
送

っ
て
い
た
。
こ
の
両
者
の
間
に
は
ど
の
よ
う

な
空
気
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
の
ち
に
、
去
来
は
こ
の
時
の
こ
と

を
、
『
俳
諧
問
答
』
「答
許
子
間
難
弁
」
（元
禄
十
年
成
）
の
な
か
で
、
「翁
迂

化
の
時
、
東
武
の
其
角

。
嵐
雪

・
桃
隣
等
、
於
東
山
て
追
悼
の
会
を
な
す
。

か
れ

（辻
村
注

・
荷
今
）
蕉
翁
の
門
人
の
数
に
加
り
て
着
坐
す
。
今
書
を
作

り
て
翁
を
あ
ざ
け
る
。
尤
憎
べ
き
の
甚
敷
も
の
也
。
か
れ
が
心
操
を
か

へ
り

見
る
に
、
翁
い
ま
す
時
は
、
先
師
を
う
り
て
己
が
浮
世
の
便
と
し
、
先
師
没

し
給
ひ
て
は
、
又
先
師
を
う
り
て
、
初
心
の
輩
を
、
今
は
先
師
に
ま
さ
れ
り

と
あ
ざ
む
き
道
び
か
ん
が
為
な
る
べ
し
。
其
難
ず
る
処
、
誠
に
笑
べ
き
の
み
。

我
是
が
た
め
に
、
そ
の
辟
耳
を
切
て
、
邪
口
を
さ
か
ん
と
欲
す
」
と
、
芭
蕉

の
名
を
自
ら
の
俳
諧
活
動
の
宣
伝
に
し
よ
う
と
す
る
は
か
ら
い
だ
と
痛
烈
に

非
難
し
て
い
る
。
こ
の
非
難
は
、
直
接
に
は
元
禄
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
荷
分

の

『
橋
守
』
が
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
だ
が
、
「
又
頃
日
、
尾
陽
の
荷
今

一

書
を
作
る
。
書
中
処
々
先
師
の
句
を
あ
ざ
け
る
と
聞
け
り
。
我
い
ま
だ
此
書

を
見
ず
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
去
来
自
身
ま
だ
こ
の
書
を
見
て
い
な
い
の
で

あ

っ
た
し
、
ま
た

『橋
守
』
が
去
来
の
い
う
よ
う
な
芭
蕉
批
判
を
目
的
と
し

た
書
で
は
な
い
こ
と
は
、
阿
部
悼
也
氏

「俳
書

「橋
守
」
小
考
」
に
指
摘
が

（
１１
）

あ
る
。
去
来
に
と

っ
て
荷
分
は
非
常
に
目
に
付
く
存
在
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

そ
し
て
そ
の
去
来
を

「先
生
」
と
呼
ん
だ
許
六
に
よ

っ
て
荷
分
が

「勘
当
の

門
人
」
と
し
て
記
し
置
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
は
冒
頭
に
見
て
き
た
通

り
で
あ
る
。

芭
蕉
の
旅
に
よ

っ
て
蕉
門
は
各
地
に
広
ま
り
を
見
せ
た
。
そ
の
門
人
間
に

は
敵
対
心
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う

し
た
状
況
の
な
か
で
、
其
角
の
動
向
に
は
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
右
の

一
座
が
可
能
で
あ

っ
た
の
も
、
そ
こ
に
其
角
の
存
在
が
あ

っ
た
か
ら
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
其
角
の
著
し
た

『雑
談
集
』
を
通
し
て
う
か
が
え
る
、
当

時
の
蕉
門
俳
人
の
諸
相
、
ま
た
そ
の
刊
行
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（１
）

芭
蕉
書
簡
の
引
用
は
、
今
栄
蔵
氏

『芭
蕉
書
簡
大
成
』
（平
成
十
七
年
、

角
川
書
店
）
に
よ
り
、
年
時
推
定
な
ど
も
同
書
に
よ
っ
た

（以
下
同
）。

（２
）

「中
央
大
学
国
文
」
第
二
十
九
号
、
昭
和
六
十

一
年
二
月
。

（３
）

「連
歌
俳
諧
研
究
」
第
六
十
四
号
、
昭
和
五
十
八
年

一
月
。

（４
）

『江
戸
文
学
』
第

一
巻
第
二
号
、
平
成
二
年
六
月
。



（５
）

「大
谷
学
報
」
第
三
十
七
巻
第
四
号
、
昭
和
三
十
二
年
二
月
。

（６
）

「俳
文
芸
」
第
四
十
四
号
、
平
成
六
年
十
二
月
。

（７
）

『去
来
抄
』
で
は
、
「面
梶
よ
」
句
の
作
者
を
野
水
と
す
る
が
、
こ
の
句
は
、

諸
注
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『畷
野
後
集
』
に
入
集
す
る
荷
分
の
句
で
あ
る
。

（８
）

「連
歌
俳
諧
研
究
」
第
二
十
号
、
昭
和
四
十

一
年
三
月
。

（９
）
初
出

『文
学
』
昭
和
四
十
四
年
九
月
号
。
『江
戸
俳
諧
史
論
考
』
平
成
十
三

年
、
九
州
大
学
出
版
会
に
再
録
。

（１０
）

「山
手
国
文
論
孜
」
第
十
五
号
、
平
成
六
年
二
月
。

（１１
）

「愛
知
大
学
国
文
学
」
第
六
号
、
昭
和
四
十
年
二
月
。

＊
本
稿
で
使
用
し
た
主
な
本
文
の
引
用
は
次
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
た
。
影
印
を
使

用
し
た
も
の
は
、
読
解
の
便
宜
を
は
か
り
、
私
に
濁
点
、
句
読
点
を
施
す
等
の

処
置
を
し
た
。

『雑
談
集
』
‥

『勉
誠
社
文
庫
１９
　
雑
談
集
』
（昭
和
五
十
二
年
、
勉
誠
社
）

『
あ
ら
野
』
・
『暖
野
後
集
』
・
『
い
つ
を
昔
』
‥

『古
典
俳
文
学
全
集
６
　
蕉
門

俳
諧
集

一
』
（昭
和
四
十
七
年
、
集
英
社
）

『桃
の
実
』
‥

『蕉
門
俳
書
集
　
四
』
（昭
和
五
十
八
年
、
勉
誠
社
）

『去
来
抄
』
‥

『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
８８
　
連
歌
論
集
　
能
楽
論
集
　
俳

論
集
』
（平
成
十
二
年
、
小
学
館
）

『俳
諧
問
答
』
・
『歴
代
滑
稽
伝
』
。
『宇
陀
法
師
』
‥

『古
典
俳
文
学
大
系
１０

蕉
門
俳
論
俳
文
集
』
（昭
和
四
十
五
年
、
集
英
社
）

『花
見
車
』
‥

『新
日
本
古
典
文
学
大
系
７‐
　
一九
禄
俳
諧
集
』
（平
成
六
年
、
岩

波
書
店
）

―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―


