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Ⅲ　

万
太
郎
の
「
四
季
」





久
保
田
万
太
郎
の
「
冬
」
の
句

　

何
故
、
冬
の
句
な
の
か
？

　

そ
れ
は
久
保
田
万
太
郎
の
人
生
に
於
い
て
、
最
も
重
大
な
出
来
事
が
（
そ
れ
は
二
つ
の
不
幸
で
あ
る
が
）、
い
ず

れ
も
冬
に
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

花
鳥
諷
詠
を
旨
と
し
な
い
万
太
郎
の
作
風
で
は
、
当
然
、
己
が
人
生
の
断
面
が
俳
句
と
な
っ
て
こ
ぼ
れ
落
ち
る
。

だ
か
ら
そ
の
重
大
事
は
当
然
、
深
い
句
境
を
現
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
他
の
冬
の
句
に
も
、
そ
の
こ
と

が
何
処
か
で
糸
を
引
い
て
い
る
如
き
同
質
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
の
小
説
や
戯
曲
に
も

は
っ
き
り
と
影
を
落
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
文
学
者
と
し
て
の
本
質
に
つ
な
が
る
部
分
だ
と
言
え
よ
う
。

　

高
名
な
現
代
演
劇
の
評
論
家
で
あ
る
大
笹
吉
雄
氏
の
名
著
『
ド
ラ
マ
の
精
神
史
』（
新
水
社
）
の
一
節
を
引
用
す
る

と
、「
久
保
田
万
太
郎
の
世
界
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
曇
っ
て
い
て
、
そ
し
て
雨
や
み
ぞ
れ
や
雪
が
降
り
だ
す
。
万
太

郎
戯
曲
の
表
題
が
、
天
候
や
自
然
現
象
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
多
い
の
は
け
だ
し
当
然
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

　

一
寸
並
べ
て
み
れ
ば
「
雪
」「
冬
」「
雨
空
」「
ふ
り
だ
し
た
雪
」「
通
り
雨
」「
霙
ふ
る
」「
雪
の
音
」
な
ど
な
ど
。



久保田万太郎の「冬」の句



　

大
笹
氏
は
又
「
明
治
末
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
比
喩
的
に
い
え
ば
万
太
郎
は
ず
っ
と
曇
り
日
を
生
き
て
い
た
の

で
あ
り
（
中
略
）
結
果
的
に
そ
の
こ
と
は
人
間
の
孤
独
と
い
う
重
い
テ
ー
マ
を
示
し
は
す
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は

結
果
で
あ
る
の
が
万
太
郎
戯
曲
の
特
色
で
あ
る
」
と
も
言
う
。
そ
の
曇
り
や
、
雨
や
、
雪
や
、
そ
し
て
寒
さ
を
投
影

し
た
句
群
が
又
、
万
太
郎
俳
句
の
最
重
要
な
水
脈
な
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
季
題
別
全
句
集
で
調
べ
て
み
る
と
、
作
句
数
の
多
い
の
は
、
冬
で
は
「
時
雨
」
一
〇
六
句
、「
寒
さ
」

八
十
八
句
、「
短
日
」
八
十
一
句
、「
雪
」
四
十
八
句
、
こ
の
辺
り
が
好
き
な
、
と
い
う
よ
り
自
分
の
気
持
を
託
す
の

に
適
し
た
季
語
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。（
冬
以
外
で
は
「
梅
雨
」
が
一
〇
三
句
）

○

昭
和
十
年
十
一
月
十
六
日
、
妻
死
去

来
る
花
も
来
る
花
も
菊
の
み
ぞ
れ
つ
ゝ

妻
の
初
七
日
、
亡
き
妻
の
姉
よ
り
申
出
あ
り
、
受
諾

ふ
ッ
つ
り
と
切
つ
た
る
縁
や
石
蕗
の
花

妻
の
七
七
忌
を
目
前
に
ひ
か
へ
て

掃
く
す
べ
の
な
き
落
葉
掃
き
ゐ
た
り
け
り





　

こ
の
最
初
の
奥
様
、
お
京
夫
人
の
死
は
睡
眠
薬
に
よ
る
自
殺
で
あ
る
。
原
因
は
主
と
し
て
万
太
郎
自
身
の
女
性
関

係
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
銀
座
の
カ
フ
ェ
の
愛
人
は
妊
娠
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
こ
の
こ
と
は
、
深
い
罪
の
意
識
、

強
い
悔
恨
に
さ
い
な
ま
れ
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
深
い
心
の
傷
と
な
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
二
句
目
の
妻
の
姉
、
と

あ
る
の
は
、
本
来
万
太
郎
が
ぞ
っ
こ
ん
惚
れ
こ
ん
で
結
婚
を
望
ん
だ
浅
草
の
芸
者
梅
香
で
あ
る
。
そ
の
人
に
は
旦
那

と
別
れ
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
り
、
代
り
に
妹
を
も
ら
っ
て
や
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
て
承
諾
し
た
経
緯
が
こ
と
を
よ
り

複
雑
化
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
よ
り
親
友
、
水
上
瀧
太
郎
に
も
絶
交
さ
れ
る
。

　

そ
の
三
ヶ
月
後
、「
ふ
り
だ
し
た
雪
」
と
い
う
戯
曲
が
書
か
れ
る
。
倖
せ
う
す
い
女
主
人
公
は
お
京
夫
人
そ
の
人

を
思
わ
せ
、
彼
女
の
別
れ
た
夫
は
作
者
自
身
を
思
わ
せ
る
。
こ
れ
は
切
実
な
「
悔
恨
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
で
あ
っ
た
。

劇
中
、
雪
が
降
り
積
も
っ
て
行
く
よ
う
に
、
彼
女
の
心
に
は
死
へ
の
誘
惑
が
ふ
り
つ
も
っ
て
行
く
。
そ
し
て
雪
晴
れ

の
朝
、
彼
女
は
死
出
の
旅
へ
出
る
。

し
ら
ぬ
ま
に
つ
も
り
し
雪
の
ふ
か
さ
か
な

雪
掻
い
て
ゐ
る
音
あ
り
し
寝
ざ
め
か
な

　

こ
の
芝
居
は
喜
多
村
緑
郎
と
新
派
の
名
優
た
ち
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
、
以
後
「
大
寺
学
校
」「
釣
堀
に
て
」
な
ど

と
共
に
万
太
郎
戯
曲
の
代
表
作
と
な
る
。



久保田万太郎の「冬」の句



○

　

戦
争
が
あ
り
、
時
が
流
れ
る
。
十
一
年
後
、
久
保
田
万
太
郎
は
年
の
離
れ
た
き
み
夫
人
と
再
婚
す
る
。
こ
の
人
は

お
京
夫
人
の
し
っ
と
り
と
し
た
「
曇
り
日
」
の
風
情
と
は
う
ら
は
ら
の
、
か
ら
っ
と
晴
れ
て
明
る
い
目
立
つ
存
在
だ

っ
た
。
最
初
の
内
は
仲
む
つ
ま
じ
か
っ
た
が
数
年
後
に
は
〈
う
と
ま
し
や
声こ

わ

高だ
か

妻づ
ま

も
梅
雨
寒
も
〉
と
、
も
う
そ
ん
な

句
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
家
庭
不
和
の
時
期
に
久
保
田
万
太
郎
は
世
俗
的
な
意
味
で
の
成
功
の
頂
点
に
の
ぼ

り
つ
め
る
。
芸
術
院
会
員
、
文
化
勲
章
の
受
章
者
、
日
本
演
劇
協
会
会
長
、
他
多
数
。
世
間
で
は
文
壇
、
劇
壇
の
ボ

ス
と
見
ら
れ
、
横
柄
な
権
力
者
と
し
て
の
印
象
が
彼
を
支
配
し
た
。
そ
れ
が
実
は
下
町
人
の
、
極
端
に
て
れ
や
で
人

見
知
り
の
烈
し
い
、
そ
の
性
格
の
裏
返
し
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
か
っ
た
。「
ボ
タ
ン
を
一
つ
か
け
違
う

と
も
う
い
け
な
い
」
と
口
癖
の
よ
う
に
言
っ
た
が
、
彼
の
心
の
中
に
は
い
つ
も
そ
う
い
う
隙
間
に
「
寒
さ
」
が
し
の

び
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。「
心
の
寒
さ
」
こ
そ
万
太
郎
文
学
の
一
生
の
主
題
な
の
で
あ
る
。

鮫
洲
川
崎
屋
に
て

ま
の
あ
た
り
み
ち
く
る
汐
の
寒
さ
か
な

　

大
森
の
海
に
目
の
あ
た
り
汐
が
満
ち
て
く
る
と
い
う
実
感
に
溢
れ
る
句
だ
が
、
こ
れ
は
何
か
の
人
生
的
な
情
況
が

ひ
た
ひ
た
寄
せ
て
く
る
、
と
そ
ん
な
風
に
も
読
め
る
。





雪
中
庵
逝
く
、
そ
の
通
夜
の
席
上

す
こ
し
づ
ゝ
夜
の
あ
け
て
来
る
寒
さ
か
な

　

こ
れ
は
増
田
龍
雨
の
通
夜
だ
が
、
通
夜
と
い
う
も
の
の
本
質
を
ズ
バ
リ
言
い
当
て
て
い
る
。
龍
雨
は
旧
派
の
出
だ

が
新
し
い
句
に
目
ざ
め
、
年
下
の
万
太
郎
を
師
と
仰
い
だ
が
、
万
太
郎
は
明
治
の
風
俗
に
関
し
て
、
逆
に
龍
雨
を
師

と
し
て
教
え
を
乞
う
た
。
万
太
郎
の
小
説
「
市
井
人
」
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
。

お
も
は
ぬ
人
の
訃
に
接
す

い
ふ
こ
と
の
あ
と
さ
き
に
な
る
寒
さ
か
な

　

誰
か
は
不
明
だ
が
、
思
わ
ぬ
人
の
死
の
知
ら
せ
に
動
転
し
て
言
う
こ
と
が
後
先
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
も
又
、

人
生
の
一
瞬
を
切
り
取
っ
て
鋭
い
。

寒
の
雨
芝
生
の
な
か
に
た
ま
り
け
り

双
六
の
賽
に
雪
の
気
か
よ
ひ
け
り

枯
野
は
も
縁
の
下
ま
で
つ
ゞ
き
を
り

ゆ
く
年
や
む
ざ
と
剥
ぎ
た
る
烏
賊
の
皮

寒
ン
に
耐
ふ
魚い
を

の
ご
と
く
に
身
を
ひ
そ
め



久保田万太郎の「冬」の句



　

こ
の
並
び
は
制
作
順
だ
が
、
一
句
目
は
三
十
代
、
五
句
目
は
七
十
代
、
つ
ま
り
一
生
「
寒
さ
」
と
対
峙
し
続
け
た

の
で
あ
る
。

○

　

そ
し
て
晩
年
、
思
い
も
か
け
ぬ
運
命
が
万
太
郎
に
訪
れ
る
。
あ
る
女
人
─
─
そ
れ
は
若
い
頃
、
吉
原
芸
者
で
抜
き

ん
出
た
存
在
だ
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
頃
か
ら
万
太
郎
と
は
顔
な
じ
み
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
の
つ
き
合
い
は
な

か
っ
た
所
の
、
そ
し
て
今
は
老
妓
と
し
て
赤
坂
か
ら
出
て
い
た
三
隅
一
子
─
─
と
巡
り
合
い
、
交
際
を
深
め
て
行
く
。

数
年
後
、
何
と
し
て
も
離
婚
を
拒
否
す
る
き
み
夫
人
か
ら
離
れ
て
家
を
出
、
赤
坂
に
一
子
と
同
棲
す
る
。〈
連
翹
や

か
く
れ
住
む
と
に
あ
ら
ね
ど
も
〉
で
あ
る
。
一
子
の
面
影
は
小
説
「
三
の
酉
」（
読
売
文
学
賞
受
賞
）
に
さ
ら
り
と
、

し
か
も
情
愛
を
こ
め
て
描
か
れ
て
い
る
。
最
晩
年
の
万
太
郎
は
幸
福
で
あ
っ
た
。
若
い
時
か
ら
家
庭
生
活
の
不
安
定

が
続
い
て
い
た
彼
は
、
最
後
の
五
、
六
年
安
定
し
、
満
足
し
、
充
実
し
た
の
で
あ
る
。
皆
、
一
子
の
行
き
届
い
た
配

慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
囲
も
又
、
暖
か
く
見
守
っ
た
。

　

そ
れ
が
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
、
運
命
は
大
き
く
暗
転
す
る
。
冬
の
夜
、
も
う
万
太
郎
が
帰
る
時
間
だ
と
一
子
は

門
ま
で
迎
え
に
出
て
し
ば
ら
く
待
っ
た
。
そ
の
わ
ず
か
の
間
に
彼
女
の
脳
に
何
か
が
走
っ
た
。
そ
し
て
彼
女
は
永
遠

に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
妻
の
時
と
全
く
意
味
は
異
な
る
が
、
万
太
郎
は
お
の
れ
の
為
に
お
の
れ

に
尽
く
し
て
く
れ
て
い
る
女
性
が
命
を
失
っ
た
、
と
い
う
状
況
に
再
び
直
面
し
た
の
で
あ
る
。「
一
子
の
死
を
め
ぐ





り
て
」
十
句
の
連
作
の
内
五
句
を
あ
げ
て
お
く
。
注
釈
を
つ
け
る
ま
で
も
な
い
。
悲
痛
そ
の
も
の
が
十
七
文
字
に
な

っ
て
い
る
。

き
さ
ゝ
げ
の
い
か
に
も
枯
れ
て
立
て
る
か
な

た
ま
し
ひ
の
抜
け
し
と
は
こ
れ
、
寒
さ
か
な

戒
名
の
お
ぼ
え
や
す
き
も
寒
さ
か
な

な
ま
じ
よ
き
日
当
り
え
た
る
寒
さ
か
な

死
ん
で
ゆ
く
も
の
う
ら
や
ま
し
冬
ご
も
り

　

そ
の
う
ち
の
め
さ
れ
茫
然
と
し
た
日
々
の
中
、「
銀
座
百
点
」
の
句
会
に
出
席
す
る
。
そ
の
時
た
ま
た
ま
出
さ
れ

た
席
題
で
、
の
ち
に
昭
和
俳
句
で
最
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
あ
の
句
が
生
ま
れ
る
。

湯
豆
腐
や
い
の
ち
の
は
て
の
う
す
あ
か
り

　

そ
の
時
の
出
席
者
は
皆
声
を
失
っ
た
と
言
う
。
私
も
こ
の
句
が
「
春
燈
」
に
載
っ
た
時
絶
句
し
た
。
私
は
そ
の
時
、

三
十
二
歳
。
年
少
に
し
て
万
太
郎
に
師
事
し
て
以
来
十
七
年
。
俳
句
に
よ
っ
て
か
く
も
心
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
た
覚
え
は
、

空
前
で
あ
り
絶
後
で
あ
っ
た
。
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雪
の
傘
た
ゝ
む
音
し
て
ま
た
一
人

　

通
夜
の
夜
の
、
遅
い
時
刻
に
訪
れ
た
ひ
と
の
、
そ
の
遠
慮
が
ち
な
、
こ
ま
や
か
な
心
情
さ
え
聞
き
と
れ
る
よ
う
な
、

か
す
か
な
音
、
そ
れ
を
聞
き
と
っ
て
し
ま
う
詩
人
の
耳
─
─
さ
り
げ
な
く
て
深
い
。

鮟
鱇
も
わ
が
身
の
業
も
煮
ゆ
る
か
な

　

前
出
の
作
品
群
の
中
で
は
こ
の
句
は
や
や
わ
ざ
と
ら
し
い
と
い
う
批
判
も
聞
か
れ
る
。
し
か
し
こ
の
一
文
で
述
べ

て
来
た
よ
う
な
彼
の
人
生
の
慙
愧
を
振
り
返
る
と
、「
業
」
も
大
げ
さ
な
も
の
言
い
だ
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。
老

作
家
の
目
に
は
、
鮟
鱇
の
身
や
皮
や
肝
の
よ
う
に
ぐ
つ
ぐ
つ
煮
え
た
ぎ
る
、
お
の
れ
の
業
そ
の
も
の
が
見
え
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

○

　

最
後
に
全
く
肌
合
の
異
な
る
私
の
大
好
き
な
冬
の
句
を
記
し
て
お
き
た
い
。
冬
の
あ
と
に
は
必
ず
春
が
や
っ
て
く

る
。
そ
し
て
万
物
の
い
の
ち
は
続
い
て
行
く
。
人
間
の
さ
さ
や
か
な
い
と
な
み
も
で
あ
る
。

だ
れ
か
ど
こ
か
で
何
か
さ
ゝ
や
け
り
春
隣

　

久
保
田
万
太
郎
は
三
隅
一
子
さ
ん
の
死
後
、
半
年
も
た
た
ぬ
内
に
食
餌
誤
嚥
と
い
う
事
故
で
急
逝
す
る
。
一
子
さ





ん
が
迎
え
に
来
た
の
だ
、
と
も
、
喜
ん
で
連
れ
て
行
か
れ
た
の
だ
、
と
も
さ
さ
や
か
れ
た
。

○

　

来
年
、
二
〇
一
三
年
は
没
後
五
十
年
。
万
太
郎
俳
句
の
評
価
は
年
々
、
静
か
に
高
ま
っ
て
行
く
よ
う
で
あ
る
。

	

（「
丘
の
風
」
二
〇
一
二
年
）
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久
保
田
万
太
郎
の
「
春
」
の
句

い
づ
れ
の
お
ほ
ん
と
き
に
や
日
永
か
な

　

昭
和
二
十
六
年
三
月
、「
源
氏
物
語
」
が
歌
舞
伎
座
で
初
め
て
舞
台
化
さ
れ
た
。
光
源
氏
は
十
一
代
目
市
川
團
十

郎
、
こ
の
頃
は
海
老
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
若
き
日
。
脚
本
は
舟
橋
聖
一
、
演
出
は
勿
論
、
久
保
田
万
太
郎
で
あ
る
。
私

は
大
学
一
年
、
三
階
席
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
た
。

　

こ
の
句
、
源
氏
冒
頭
の
一
節
を
大
胆
に
引
用
し
、
字
足
ら
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
気
に
詠
み
下
し
た
リ

ズ
ム
に
魅
力
が
溢
れ
、
万
太
郎
俳
句
の
「
芸
」
が
躍
動
し
て
い
る
。
十
一
世
紀
も
二
十
世
紀
も
な
い
、
永
遠
の
日
永

が
息
づ
い
て
い
る
。○

　

万
太
郎
は
「
芸
」
と
い
う
言
葉
に
生
涯
、
執
着
し
た
。
創
刊
間
も
な
い
「
春
燈
」
昭
和
二
十
二
年
一
月
号
の
、
高

橋
鏡
太
郎
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
「
俳
句
は
『
芸
』
か
『
文
学
』
か
と
い
う
こ
と
が
俳
壇
で
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が





…
…
」
と
い
う
問
い
か
け
に
間
髪
を
入
れ
ず
、「
文
学
は
芸
で
す
。
芸
そ
の
も
の
で
す
よ
」
と
き
っ
ぱ
り
言
い
切
っ

た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
俳
句
は
文
学
で
あ
る
。
そ
の
文
学
は
芸
だ
か
ら
、
俳
句
は
芸
そ
の
も
の
で
あ

る
」
と
読
む
べ
き
流
れ
だ
ろ
う
。
万
太
郎
に
と
っ
て
「
表
現
」
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
「
芸
」
と
同
義
で
あ
っ
た
、

と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
二
十
二
年
、
浅
草
の
袋
物
商
に
生
れ
た
万
太
郎
は
、
幼
少
期
か
ら
お
祖
母
さ
ん
子
で
あ
っ
た
。「
三
文
安
い

ば
ゞ
あ
育
ち
…
…
」
と
自
嘲
し
た
文
章
が
残
っ
て
い
る
。
祖
母
ち
よ
は
無
類
の
芝
居
好
き
・
落
語
好
き
で
、
万
太
郎

を
毎
月
の
歌
舞
伎
小
屋
、
そ
し
て
寄
席
へ
と
連
れ
廻
し
た
。
こ
の
幼
児
体
験
が
万
太
郎
に
「
芸
」
と
い
う
も
の
を
肌

身
か
ら
離
れ
ぬ
「
実
感
」
と
し
て
叩
き
こ
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら
な
ら
「
芸
」
と
い
う
「
観

念
」
に
な
り
が
ち
だ
が
、
子
供
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
実
感
」
と
し
て
の
「
芸
」
と
い
う
も
の
を
疑
い
な
く
獲
得
し

て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

長
じ
て
当
然
の
如
く
文
学
少
年
と
な
る
。
明
治
三
十
年
代
の
後
半
。
ま
ず
俳
句
。
親
友
の
大
場
白
水
郎
と
共
に
少

年
二
人
が
旧
派
の
句
会
を
荒
し
ま
く
る
。
師
系
は
後
に
松
根
東
洋
城
と
定
ま
る
が
、
そ
れ
よ
り
先
に
小
説
に
の
め
り

込
む
。
ま
ず
一
葉
。
そ
し
て
鏡
花
、
荷
風
で
あ
る
。
一
葉
は
江
戸
か
ら
流
れ
込
ん
だ
明
治
の
東
京
を
原
風
景
と
す
る

点
に
於
い
て
最
も
共
通
項
は
あ
る
が
、
作
家
と
し
て
の
資
質
と
い
う
点
で
は
近
く
は
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
鏡
花
の
幻

想
・
浪
漫
や
、
荷
風
の
現
実
摘
出
と
は
遠
く
へ
だ
た
る
。
な
の
に
万
太
郎
は
こ
の
三
人
を
深
く
愛
し
た
。
何
故
か
。

そ
れ
は
そ
の
三
人
が
文
学
的
主
題
を
文
章
化
す
る
時
に
働
く
「
芸
」
の
力
の
、
豊
か
さ
、
鋭
さ
に
、
強
く
魅
き
つ
け

ら
れ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
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そ
の
証
拠
に
、
万
太
郎
が
小
説
と
ほ
ぼ
等
分
に
力
を
注
い
だ
戯
曲
の
中
で
、
一
葉
の
「
十
三
夜
」「
大
つ
ご
も
り
」、

鏡
花
の
「
歌
行
燈
」「
白
鷺
」、
荷
風
の
「
夢
の
女
」「
あ
ぢ
さ
ゐ
」
な
ど
の
脚
色
は
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
の
最
高
の

成
果
を
残
す
。
つ
ま
り
「
文
学
」
を
「
劇
」
と
し
て
把
握
す
る
脚
色
の
「
芸
」
が
冴
え
渡
り
、
現
在
で
も
新
派
や
文

学
座
な
ど
彼
の
愛
し
た
演
劇
的
環
境
の
中
で
く
り
返
し
上
演
さ
れ
て
い
る
。

花
柳
章
太
郎
の
恩
地
喜
多
八
、
好
評

春
浅
く
著
こ
な
す
縞
の
著
つ
け
か
な

喜
多
村
緑
郎
著
〝
芸
談
〟
の
序
に
か
へ
て

針
の
ひ
く
絲
の
尾
な
が
き
弥
生
か
な

三
月
四
日
、
岸
田
國
士
、〝
ど
ん
底
〟
舞
台
稽
古
中
に
発
病
、
翌
朝
六
時
十
分
、
永
眠

〝
ど
ん
底
〟
の
唄
三
月
の
雪
ふ
れ
り

泣
蟲
の
杉
村
春
子
春
の
雪

　

こ
れ
ら
の
句
は
「
芸
」
の
同
志
で
あ
っ
た
人
々
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
を
示
す
。
一
句
目
、「
歌
行
燈
」
の
舞
台

の
ひ
ん
や
り
と
し
た
緊
張
感
。
二
句
目
、
名
女
形
の
声
音
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
し
っ
と
り
感
。
三
句
目
、
四
句





目
。
こ
の
時
、
棺
は
「
ど
ん
底
」
の
扮
装
を
し
た
文
学
座
の
役
者
た
ち
に
よ
っ
て
か
つ
ぎ
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
名

女
優
の
嘘
も
か
く
し
も
な
い
泣
き
顔
の
人
間
味
。

　

こ
う
い
う
句
は
前
書
き
が
な
く
と
も
成
立
す
る
。
が
、
前
書
が
あ
っ
た
方
が
楽
し
い
。
と
言
う
か
、「
あ
る
世
界
」

が
浮
か
ん
で
く
る
。
前
書
と
句
の
響
き
合
い
、
そ
れ
は
一
句
の
中
の
季
語
と
述
語
と
の
響
き
合
い
の
、
そ
の
も
う
一

つ
上
を
行
く
二
重
三
重
の
エ
コ
ー
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
在
な
前
書
の
駆
使
は
、
万
太
郎
な
ら
で
は
の
独
自
の
世
界
を

現
出
さ
せ
る
。

○

　

万
太
郎
は
小
説
を
書
く
時
が
一
番
緊
張
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
文
字
表
現
の
み
の
持
つ
厳
し
さ
を
自
ら
に

課
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
戯
曲
を
書
く
時
に
は
そ
れ
が
や
や
緩
和
さ
れ
る
ら
し
い
。
そ
れ
は
台
詞
と
い
う
も
の
は

最
終
的
に
俳
優
に
よ
っ
て
音
声
表
現
さ
れ
る
、
と
い
う
所
に
ど
こ
か
安
堵
感
（
？
）
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ

と
も
う
一
つ
、
演
出
と
い
う
作
業
が
最
後
の
総
合
的
成
果
を
き
め
る
、
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
演
出
こ
そ
万
太
郎
が
最
も
楽
し
む
こ
と
の
出
来
た
仕
事
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
万
太
郎
の
演
出
は
思

想
や
論
理
で
は
な
い
。
あ
る
演
劇
雑
誌
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
「
演
出
と
は
カ
ン
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
、
み
も
ふ
た
も

な
い
言
葉
が
残
っ
て
い
る
位
、
現
場
で
の
一
瞬
の
判
断
が
「
美
と
真
実
」
を
切
り
取
る
。
こ
れ
は
考
え
て
み
る
と

「
俳
句
と
は
浮
か
ぶ
も
の
で
す
」
と
か
「
俳
句
と
は
即
興
的
な
叙
情
詩
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
と
は
っ
き
り
通

底
す
る
。
つ
ま
り
俳
人
・
万
太
郎
と
演
出
家
・
万
太
郎
は
、
実
は
内
心
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
全
く
同
質
な
の
で
あ
る
。
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例
え
ば
こ
の
句
、

時
計
屋
の
時
計
春
の
夜
ど
れ
が
ほ
ん
と

　

万
太
郎
の
芸
は
自
由
で
あ
る
。「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
制
約
か
ら
い
と
も
や
す
や
す
と
脱
け
出
し
て
い
る
。
掲

句
、
誰
で
も
が
一
度
は
経
験
し
、
実
感
し
て
い
る
所
の
、
や
や
不
条
理
の
味
さ
え
含
む
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
光
景
を
ズ
バ

リ
と
詠
み
、
字
あ
ま
り
、
句
ま
た
が
り
の
ど
ま
ん
中
に
、
季
語
を
ぽ
ー
ん
と
放
り
込
ん
だ
だ
け
の
大
胆
さ
。
楽
し
い
。

俳
句
と
い
う
も
の
の
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
愉
悦
感
に
溢
れ
る
。

春
麻
布
永
坂
布
屋
太
兵
衛
か
な

仰
山
に
猫
ゐ
や
は
る
わ
春
灯

ば
か
、
は
し
ら
、
か
き
、
は
ま
ぐ
り
や
春
の
雪

　

一
句
目
の
地
名
、
屋
号
、
名
前
だ
け
で
春
を
溢
れ
さ
せ
る
妙
。
二
句
目
の
京
な
ま
り
の
と
っ
さ
の
引
用
の
も
つ
生

気
。
三
句
目
、
貝
の
名
の
列
挙
に
し
ぼ
っ
た
な
ま
な
ま
し
さ
が
、
外
は
春
の
雪
だ
と
い
う
下
五
だ
け
で
詩
に
な
る
。

但
し
こ
の
句
の
十
一
年
後
、
自
ら
が
赤
貝
の
誤
嚥
と
い
う
事
故
で
命
を
落
す
と
は
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。

○





「
芸
」
が
熟
し
て
く
る
と
、
そ
こ
に
「
艶
」
が
滲
み
出
し
て
く
る
。
俗
な
言
葉
で
言
え
ば
「
色
気
」
で
あ
る
。
万
太

郎
の
句
は
い
ろ
っ
ぽ
い
、
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
。
し
か
し
意
識
し
て
い
ろ
っ
ぽ
い
句
を
つ
く
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
甘
っ
た
る
い
句
か
、
媚
び
た
句
か
、
気
障
な
句
か
に
終
る
だ
ろ
う
。
色
気
の
よ
っ
て
来
る
所
は
内
部
に
こ
そ
あ
る
。

詩
人
の
内
面
の
言
語
化
に
厳
し
い
「
芸
」
が
あ
れ
ば
、
そ
の
芸
が
自
ず
と
「
艶
」
を
生
む
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
五

感
の
は
た
ら
き
も
見
逃
せ
な
い
。
次
の
五
句
、
視
、
聴
、
嗅
、
味
、
触
の
感
覚
に
ぴ
た
り
と
寄
り
添
っ
て
艶
っ
ぽ
い
。

春
泥
に
う
す
き
月
さ
し
ゐ
た
り
け
り

夕
蛙
か
ん
ざ
し
出
来
て
来
り
け
り

と
り
わ
く
る
と
き
の
香
も
こ
そ
桜
餅

い
そ
ま
き
の
し
の
び
わ
さ
び
の
余
寒
か
な

き
ぬ
か
つ
ぎ
む
き
つ
ゝ
春
の
う
れ
ひ
か
な

　

色
気
と
言
え
ば
、
万
太
郎
は
生
涯
女
性
に
惚
れ
っ
ぽ
い
男
で
あ
っ
た
。
二
人
の
夫
人
、
同
棲
し
た
晩
年
の
愛
人
、

そ
の
外
に
、
本
気
浮
気
を
と
り
ま
ぜ
て
、
始
終
女
人
の
影
が
さ
し
た
。
そ
の
中
で
も
と
び
ぬ
け
て
本
気
の
憧
れ
を
持

っ
た
の
は
、
昭
和
十
年
代
の
後
半
に
親
し
ん
だ
、
吉
原
の
芸
者
、
い
く
代
で
あ
る
。
本
名
、
西
村
あ
い
。
万
太
郎
は

心
か
ら
こ
の
ひ
と
と
結
婚
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
そ
の
人
は
昭
和
二
十
年
三
月
の
東
京
大
空
襲
で

命
を
奪
わ
れ
る
。
安
藤
鶴
夫
の
小
説
『
恋
の
ひ
と
』
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
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「
春
燈
」
初
期
の
作
に
〈
わ
が
胸
に
す
む
人
ひ
と
り
冬
の
梅
〉〈
い
ま
は
な
き
ひ
と
と
二
人
や
冬
ご
も
り
〉
が
あ
る
。

こ
の
二
句
の
「
艶
」
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。
若
年
時
、
こ
れ
ら
の
句
に
出
会
っ
た
私
は
ど
き
ど
き
し
た
記
憶
が
あ

る
。
し
か
し
中
で
も
傑
出
し
て
い
る
の
は
次
の
句
だ
ろ
う
。
と
び
き
り
の
さ
り
げ
な
さ
が
慕
情
を
「
芸
」
に
し
て
い

る
。

い
ま
は
亡
き
お
あ
い
さ
ん
を
お
も
ふ

花
曇
か
る
く
一
ぜ
ん
食
べ
に
け
り

○

淡
雪
の
つ
も
る
つ
も
り
や
砂
の
上

ほ
そ
み
と
は
か
る
み
と
は
蝶
生
れ
け
り

　

こ
の
軽
み
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
の
重
量
の
な
さ
は
即
ち
「
無
」
に
通
ず
る
、
そ
の
直
前
の
軽
さ
で
あ
る
。
そ
の
淡

さ
の
極
み
を
詠
み
留
め
て
、
一
瞬
を
ス
ト
ッ
プ
・
モ
ー
シ
ョ
ン
に
し
て
し
ま
う
。
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
晩
年
の
音
楽
に
あ

る
「
透
明
な
軽
さ
」
と
い
っ
た
も
の
を
思
い
出
す
。

○

「
芸
」
と
い
う
も
の
の
最
終
目
標
は
「
芸
」
と
い
う
も
の
が
ふ
っ
と
消
え
て
し
ま
う
地
点
だ
ろ
う
。
万
太
郎
句
の
中





で
も
そ
う
い
う
境
地
に
た
ど
り
着
い
た
稀
有
な
例
と
し
て
私
の
愛
し
て
や
ま
な
い
の
は
次
の
一
句
で
あ
る
。

春
浅
し
空
ま
た
月
を
そ
だ
て
そ
め

　

天
体
の
運
行
と
い
う
大
き
な
主
題
と
、
和
文
脈
の
や
わ
ら
か
な
表
現
。「
感
じ
た
ま
ま
」
が
美
し
い
十
七
文
字
と

し
て
、
た
だ
そ
こ
に
在
る
。
こ
こ
に
到
っ
て
「
芸
」
と
い
う
視
点
も
雲
散
し
、
霧
消
す
る
。
た
だ
在
る
こ
と
の
よ
ろ

し
さ
。
尚
、
言
え
ば
下
五
の
ひ
ら
が
な
表
現
が
万
太
郎
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
教
育
の
「
育
」
な
ど
と
い
う
野
暮
な

漢
字
は
決
し
て
使
わ
な
い
の
で
あ
る
。

	

（「
丘
の
風
」
二
〇
一
三
年
）




