
杉
田
久
女
の
俳
句

(一)

ノ
ラ
の
背
景

　
杉
田
久
女
に
次
の
一
句
が
あ
る
。

　
　
　
足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

　
こ
の
句
は
大
正
十
一
年
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
二
月
号
に
発
表
さ
れ
た
句
で
あ
り
、

『
杉
田
久
女
句
集
』
　
（
昭
和
二
十
七
年
・
角
川
書
店
刊
）
で
は
中
七
が
「
醜
と

も
な
ら
ず
」
と
推
敲
さ
れ
た
形
で
入
集
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
再
版
本
（
昭
和

四
十
四
年
・
角
川
書
店
刊
）
や
『
杉
田
久
女
全
集
』
　
（
平
成
元
年
・
立
風
書
房

刊
）
で
は
共
に
初
出
の
「
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
」
に
再
び
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　
久
女
は
昭
和
二
十
一
年
に
五
十
六
識
で
没
し
て
お
り
、
昭
和
二
十
七
年
の
句

集
で
「
醜
と
も
な
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
句
集
が
久
女

生
前
に
自
ら
編
集
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
理
解
で
き
る
が
、
再
版
及
び
全

集
で
「
ノ
ラ
」
に
改
め
ら
れ
た
い
き
さ
つ
は
分
ら
な
い
。

　
私
は
こ
の
小
論
で
一
句
の
制
作
年
次
（
大
正
十
一
年
？
）
と
、
「
ノ
ラ
」
の

一
語
に
対
す
る
久
女
の
思
い
入
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
り

　
　
　
二

　
　
　
ぐ

　
　
　
足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

と
同
時
に
発
表
さ
れ
た
句
は
次
の
四
句
で
あ
る
。

倉
　
田
　
紘
　
文

　
　
　
遂
に
来
ぬ
晩
餐
菊
に
は
じ
め
け
り

　
　
　
戯
曲
よ
む
冬
夜
の
食
器
浸
け
し
ま
ｘ

　
　
　
枯
れ
柳
に
来
し
鳥
吹
か
れ
飛
び
に
け
り

　
　
　
冬
服
や
辞
令
を
祀
る
良
教
師

　
こ
れ
ら
五
句
（
雑
詠
・
虎
子
選
）
の
初
出
を
正
確
に
記
す
な
ら
ば
、
「
ホ
ト

ト
ギ
ス
」
二
月
号
（
第
二
十
五
巻
第
五
号
）
　
・
大
正
十
一
年
二
月
一
日
発
行
で

あ
り
、
更
に
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、
大
正
十
一
年
一
月
二
十
六
日
印
刷
納
本
と
な
っ

て
い
る
。
（
し
か
し
、
こ
れ
は
表
紙
に
刷
ら
れ
た
年
月
日
で
あ
り
、
奥
付
で
は

大
正
十
一
年
一
月
廿
七
日
印
刷
納
本
と
あ
る
）

　
そ
し
て
、
そ
の
奥
付
に
は
、
「
課
題
」
と
し
て
、
「
第
二
十
五
巻
第
七
号
」

　
（
四
月
一
日
発
行
）
－
〈
春
の
月
・
蛇
笏
選
〉
（
健
二
名
は
略
）
と
し
て
、
締

切
二
月
十
五
日
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
第
七
号
（
四
月
一
日
発

行
）
と
は
四
月
号
で
あ
り
、
募
集
は
ニ
ケ
月
前
（
正
確
に
は
一
ケ
月
半
前
）
に

は
締
切
ら
れ
て
い
る
。

　
健
に
「
文
章
」
　
（
種
類
は
問
は
ず
）
、
「
俳
論
」
な
ど
も
締
切
毎
月
十
五
日

と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
「
雑
詠
・
虎
予
選
」
も
締
切

毎
月
十
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
雑
詠
」
そ
の
他
の
投
稿
に
つ
い
て
は
、

「
且
つ
凡
て
の
投
稿
虚
子
宛
よ
り
も
発
行
所
見
の
方
便
利
也
」
と
明
記
し
て
あ

る
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
高
浜
腹
子
は
神
奈
川
県
鎌
倉
郡
鎌
倉
町
乱
橋
材
木
座
千
二
百
七
十
八
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番
地
に
住
ん
で
お
り
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
発
行
所
ぱ
東
京
市
牛
込
区
市
谷
船
河

原
町
十
二
番
地
に
あ
っ
た
。
虚
子
私
宅
と
発
行
所
と
は
別
々
な
の
で
あ
る
。

　
　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
雑
詠
句
は
発
行
所
に
送
ら
れ
、
一
応
毎
月
十
五
目
に
締

切
ら
れ
た
後
、
虚
子
に
渡
さ
れ
て
選
句
さ
れ
る
と
い
う
手
順
を
踏
む
。
そ
の
中

の
人
選
句
が
編
集
子
に
よ
っ
て
清
書
さ
れ
、
印
刷
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
。
（
当
二
月
号
は
池
内
た
け
し
に
よ
り
一
月
十
四
日
に
清
書
を
終
え
た
と

あ
る
）

　
さ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
二
月
号
の
雑
詠
句
と
し
て
掲
載

さ
れ
る
た
め
に
は
、
遅
く
と
も
前
年
の
十
二
月
十
五
目
ま
で
に
投
句
が
な
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ぱ
ず
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
揚
句
「
ノ
ラ
」
の
句
の

制
作
年
次
は
当
然
大
正
十
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
清
崎
敏
郎
著
『
近
代
俳
人
』
　
（
桜
楓
社
刊
・
昭
和
四
十
八
年
）
、

石
川
桂
郎
著
『
近
代
俳
句
大
観
』
　
（
明
治
書
院
刊
・
昭
和
四
十
九
年
刊
）
、
宮

崎
恵
美
子
著
『
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学
』
　
（
明
治
書
院
刊
・
昭
和
五
十
五
年
）
、

小
室
善
弘
著
『
鑑
賞
現
代
俳
句
』
　
（
木
阿
弥
書
店
刊
・
平
成
三
年
）
な
ど
、
そ

の
全
て
が
大
正
十
一
年
作
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
二
月

号
で
の
発
表
と
い
う
こ
と
が
単
純
に
そ
う
さ
せ
た
と
し
か
思
え
な
い
。

　
大
正
十
一
年
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
三
月
号
の
雑
詠
欄
に
は
久
女
の
句
は
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
同
号
の
虎
子
の
巻
頭
文
「
斯
く
生
き
て
居
る
」
の
次

に
、
「
雑
詠
補
遺
」
と
し
て

　
　
　
春
寒
の
髪
に
は
し
踏
む
植
手
か
な
　
久
女

　
　
　
唇
を
な
め
消
す
紅
や
初
鏡
　
同

　
　
　
初
会
に
お
く
れ
来
し
目
と
見
あ
ひ
け
り
　
同

の
三
句
が
人
選
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
月
十
五
日
の
締
切
日
に
遅
れ
、

こ
と
に
よ
っ
て
は
一
句
目
の
「
春
寒
」
の
よ
う
に
二
月
三
日
の
立
春
を
さ
え
過

ぎ
て
か
ら
の
投
句
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二
月
号
の
雑
詠
清
書
が
一
月
十
四
日
に
終
っ
た
と
い
う
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
れ

ば
十
分
に
そ
の
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
ど
う
で
あ
れ
、
「
初

鏡
」
　
「
初
会
」
の
句
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
大
正
十
一
年
の
年
頭

に
作
ら
れ
た
こ
と
に
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
と
な
る
と
、

　
　
　
足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

こ
の
問
題
の
一
句
は
、
大
正
十
年
作
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

(三)

　
「
ノ
ラ
」
の
一
句
が
大
正
十
一
年
作
で
あ
ろ
う
と
大
正
十
年
作
で
あ
ろ
う
と
、

そ
う
た
い
し
て
騒
ぎ
た
て
る
こ
と
ぱ
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、

こ
の
「
大
正
十
一
年
」
か
「
大
正
十
年
」
か
、
と
レ
う
こ
と
は
久
女
の
「
ノ
ラ
」

に
と
っ
て
は
重
大
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
「
ノ
ラ
」
の
句
に
対
す
る
解
釈
や
鑑
賞
を
い
く
っ
か
上
げ
て

み
よ
う
。

　
①
　
こ
の
夫
妻
の
間
に
は
、
性
格
的
に
越
え
が
た
い
溝
が
あ
っ
と
た
と
見
え

　
　
て
、
大
正
十
年
に
は
、
離
婚
話
ま
で
も
ち
あ
が
っ
て
い
る
。
だ
が
一
旦
嫁

　
　
し
た
以
上
は
と
い
う
、
当
時
の
女
の
気
持
ち
と
、
二
人
の
娘
と
の
離
れ
が

　
　
た
い
絆
か
ら
、
地
味
な
中
学
校
の
教
師
の
妻
と
し
て
の
一
生
を
送
る
と
い

　
　
う
、
心
持
を
固
め
る
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
情
を
訴
え
ん
が
た
め
に
「
人

　
　
形
の
家
」
の
ノ
ラ
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
当
時
と
し
て
は
新
鮮
で
、

　
　
個
性
的
な
発
想
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
崎
敏
郎
・
Ｓ
恨
）

　
⑥
　
ノ
ラ
は
イ
プ
セ
ソ
の
「
人
形
の
家
」
の
ヒ
ロ
イ
ソ
。
同
時
の
作
に
「
戯

　
　
曲
よ
む
冬
夜
の
食
器
浸
け
し
ま
ｘ
」
が
あ
る
。
弁
護
士
の
妻
ノ
ラ
は
「
わ

　
　
た
し
た
ち
の
共
同
生
活
が
ほ
ん
と
う
の
結
婚
生
活
に
な
る
よ
う
で
し
た
ら

　
　
ね
。
で
ぱ
、
さ
よ
う
な
ら
」
と
夫
や
子
供
を
置
い
て
家
を
出
て
行
っ
た
が
、

　
　
現
実
を
醒
め
た
眼
で
み
つ
め
な
が
ら
作
者
は
っ
い
に
ノ
ラ
に
は
な
れ
な
か
っ

-
２

-



　
　
た
。
大
正
時
代
に
女
性
が
イ
プ
セ
ソ
の
戯
曲
を
読
む
こ
と
自
体
珍
し
い
こ

　
　
と
で
あ
っ
た
が
、
更
に
作
者
は
俳
人
と
し
て
生
き
る
自
意
識
の
強
い
女
性

　
　
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
桂
郎
・
Ｓ
4
9
）

Ｏ
　
〈
ノ
ラ
〉
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
女
性
解
放
で
有
名
な
イ
プ
セ
ン
の
戯

　
　
曲
「
人
形
の
家
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
。
夫
か
ら
人
形
の
よ
う
に
扱
わ
れ

　
　
て
い
た
ノ
ラ
が
自
我
に
目
覚
め
、
自
己
の
独
立
・
解
放
を
目
指
し
て
家
出

　
　
を
す
る
話
で
あ
る
。
（
中
略
）
目
覚
め
た
妻
が
生
活
上
の
矛
盾
や
苦
悩
に

　
　
忍
従
す
る
姿
が
〈
ノ
ラ
〉
と
も
た
ら
ず
で
あ
る
。
（
中
略
）
出
奔
し
た
い

　
　
自
我
を
抑
え
て
子
の
た
め
諦
観
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
久
女
の
あ
わ
れ
さ

　
　
を
感
ず
る
。
久
女
三
十
三
歳
の
時
の
作
。
ま
さ
に
女
盛
り
で
あ
る
。
そ
の

　
　
女
盛
り
ゆ
え
の
自
我
で
あ
り
苦
悩
で
あ
っ
た
と
も
推
察
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
崎
恵
美
子
・
Ｓ
5
5
）

④
　
「
ノ
ラ
」
は
イ
プ
セ
ソ
の
戯
曲
『
人
形
の
家
』
に
出
て
く
る
女
主
人
公
。

　
　
個
人
主
義
的
自
由
を
主
張
し
て
家
庭
を
出
る
新
し
い
女
。
自
分
は
家
庭
に

　
　
不
満
を
持
ち
な
が
ら
、
ノ
ラ
の
よ
う
に
敢
然
と
行
動
す
る
こ
と
も
で
き
な

　
　
い
、
と
自
嘲
的
に
言
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
室
善
弘
・
Ｈ
３
）

④
　
初
出
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
　
（
大
１
１
∵
２
）
で
は
五
句
入
選
で
、
こ
の
と

　
　
き
の
五
句
の
中
に
ぱ
、
「
戯
曲
よ
む
冬
夜
の
食
器
浸
け
し
ま
ｘ
」
　
「
冬
服

　
　
や
辞
令
を
祀
る
良
教
師
」
が
あ
る
。
冬
服
の
句
が
家
庭
内
の
物
議
を
か
も

　
　
し
、
そ
の
頃
か
ら
夫
婦
の
仲
ぱ
険
悪
に
な
っ
て
ゆ
く
。
句
中
の
ノ
ラ
は
イ

　
　
プ
セ
ソ
の
『
人
形
の
家
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
。
妻
を
人
形
の
よ
う
に
し
か
扱
わ

　
　
ぬ
夫
に
絶
望
し
て
家
を
出
て
行
く
が
、
久
女
は
耐
え
た
。
つ
っ
ま
し
い
教

　
　
師
の
妻
と
し
て
、
足
袋
の
つ
く
ろ
い
を
し
な
が
ら
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
野
さ
ち
子
・
Ｈ
３
）

　
こ
れ
ら
の
解
釈
、
鑑
賞
を
見
る
か
ぎ
り
、
「
ノ
ラ
」
は
全
て
イ
プ
セ
ソ
の

『
人
形
の
家
』
の
「
ノ
ラ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ノ
ラ
」
　
へ
の
思
い
の

も
と
と
し
て
、
久
女
自
身
の
結
婚
生
活
の
苦
悩
と
忍
従
が
考
察
さ
れ
い
て
る
。

そ
れ
は
時
代
的
な
面
か
ら
言
っ
て
も
、
或
い
は
当
時
の
久
女
の
家
庭
的
な
面
か

ら
見
て
も
、
ど
ち
ら
も
全
て
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
イ
プ
セ
ソ
の
戯
曲
『
人
形
の
家
』
は
丁
八
七
九
年
（
明
治
十
二
年
）
の
初
演
。

日
本
で
は
明
治
四
十
三
年
に
島
村
抱
月
が
訳
し
、
松
井
須
磨
子
と
の
コ
ン
ビ
で

明
治
四
十
四
年
に
上
演
さ
れ
、
大
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
。
こ
の
三
幕
も
の
の

戯
曲
は
周
知
の
よ
う
に
、
（
主
人
公
の
ノ
ラ
が
夫
か
ら
単
に
人
形
の
よ
う
に
愛

撫
さ
れ
る
だ
け
の
生
活
に
堪
え
ら
れ
ず
、
つ
い
に
夫
と
子
供
を
す
て
て
家
出
を

す
る
）
、
即
ち
女
性
の
自
覚
と
解
放
の
問
題
を
提
起
し
た
近
代
社
会
劇
の
代
表

的
作
品
で
あ
る
。

　
島
村
抱
月
に
は
家
庭
が
あ
っ
た
が
、
や
が
て
須
磨
子
と
恋
に
落
ち
、
大
正
二

年
に
は
同
棲
を
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
抱
月
は
妻
子
と
の
戸
籍
上
の
縁
を
切
ら

な
い
ま
ま
、
大
正
七
年
十
一
月
に
悪
性
感
冒
で
死
亡
し
た
。
そ
の
抱
月
を
追
っ

て
須
磨
子
も
ま
た
そ
の
ニ
ケ
月
後
の
大
正
八
年
一
月
に
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。

須
磨
子
は
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

　
　
『
人
形
の
家
』
は
戯
曲
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
を
演
じ
た
抱
月
と
須
磨

子
の
実
人
生
に
お
い
て
も
当
時
の
世
の
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
久
女
の
句
「
戯

曲
よ
む
冬
夜
の
食
器
浸
し
ま
ｘ
」
も
、
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
久
女
の
当
時
の
生
活
を
示
す
も
の
と
し
て
、
息
女
の
石
昌
子
と
松
井

利
彦
共
編
の
「
杉
田
久
女
と
橋
本
多
佳
子
」
の
年
譜
を
引
い
て
み
よ
う
。

〈
大
正
九
年
・
三
十
歳
〉

　
大
正
ハ
、
九
年
頃
は
句
作
好
調
だ
っ
た
が
、
父
の
納
骨
に
行
き
病
を
得
、

　
実
家
へ
帰
っ
た
の
を
機
会
に
離
婚
問
題
が
お
き
た
。
小
倉
で
の
生
活
が
痛

　
ま
し
す
ぎ
る
と
実
家
で
は
考
え
た
。

〈
大
正
十
年
・
三
十
一
歳
〉

　
七
月
、
一
年
ぶ
り
に
帰
倉
。
里
方
滞
在
中
、
母
さ
よ
か
ら
子
供
の
た
め
に

　
辛
抱
し
て
、
夫
が
俳
句
を
嫌
う
の
な
ら
俳
句
を
や
め
る
よ
う
に
説
得
さ
れ
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た
。
編
者
（
昌
子
）
の
記
憶
で
は
、
宇
内
は
腹
の
悪
い
人
で
は
な
い
か
わ

　
　
り
に
単
純
で
、
久
女
の
離
婚
し
た
い
と
い
う
気
持
を
夜
昼
責
め
た
て
た
。

　
　
亭
主
関
白
と
も
い
え
る
時
代
だ
っ
た
の
で
、
久
女
は
位
き
の
涙
で
家
を
飛

　
　
び
出
さ
ね
ば
喧
嘩
は
止
ま
な
か
っ
た
。

と
、
あ
る
。
な
お
、
大
正
十
一
年
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
　
一
月
号
の
雑
詠
に
ぱ

　
　
　
重
ね
着
の
頬
皺
よ
せ
て
笑
み
貧
し

が
一
句
入
選
し
て
お
り
、
同
号
に
は
ま
た
、
「
十
月
十
七
日
未
明
畠
窓
の
下
に

て
１
虎
子
先
生
」
と
署
名
し
た
「
夜
あ
け
前
に
書
き
し
手
紙
」
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
一
部
を
抄
出
し
て
み
る
と

　
　
虎
子
先
生
。
只
今
午
前
三
時
で
ご
ざ
い
ま
す
。
腹
痛
が
し
て
眼
が
冴
え
て

　
　
眠
れ
ず
、
厠
へ
起
き
よ
う
と
し
て
雨
戸
を
あ
け
ま
す
と
、
狭
い
底
土
へ
、

　
　
昼
の
や
う
に
明
る
い
月
光
が
屋
根
か
げ
を
そ
れ
て
、
四
角
く
落
ち
て
い
ま

　
　
す
。
（
中
略
）
畠
窓
に
た
た
ず
め
ば
何
と
は
な
し
に
忙
し
さ
が
こ
み
あ
げ

　
　
る
。
三
十
こ
し
た
女
の
淋
し
み
と
中
し
ま
し
ょ
う
か
。
幻
滅
の
前
へ
立
っ

　
　
た
女
、
ま
た
人
生
の
灰
色
を
見
た
女
。
私
の
や
う
に
常
に
多
感
に
、
孤
独

　
　
と
悩
み
と
を
感
じ
ま
す
女
に
ぱ
秋
は
こ
と
に
淋
し
ぅ
ご
ざ
い
ま
す
。
（
中

　
　
略
）
親
も
、
兄
姉
も
、
子
も
、
夫
も
、
共
に
あ
り
つ
つ
、
又
友
は
あ
り
つ

　
　
っ
も
な
ほ
、
墓
場
の
如
き
寂
し
さ
と
孤
独
。
（
以
下
略
）

と
、
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
実
生
活
の
深
い
暗
さ
が
如
実
に
顔
を
覗
か
せ

て
い
る
と
見
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
前
述
の
各
氏
の

解
釈
、
鑑
賞
の
『
人
形
の
家
』
の
「
ノ
ラ
」
、
そ
れ
に
久
女
の
家
庭
的
な
悩
み

が
そ
の
ま
ま

　
　
　
足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

と
な
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

(四)

　
久
女
が
「
ノ
ラ
」
を
句
に
詠
出
し
た
背
景
は
こ
れ
で
十
分
理
解
で
き
る
。
そ

こ
で
こ
の
句
の
作
ら
れ
た
時
、
即
ち
大
正
十
年
の
冬
と
い
う
こ
と
が
い
よ
い
よ

重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
大
正
十
年
十
月
二
十
二
日
の
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
に
、
「
白
蓮
女
史
情
人
の

許
に
走
る
」
と
題
し
て
、
佐
々
木
甘
鯛
門
下
の
歌
人
・
柳
原
白
蓮
が
そ
の
夫
伊

藤
伝
右
衛
門
に
あ
て
た
絶
縁
状
が
原
文
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
た
。

　
　
私
ぱ
今
あ
な
た
の
妻
と
し
て
最
後
の
手
紙
を
差
上
げ
ま
す
。
今
私
が
手
紙

　
　
を
差
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
突
然
で
あ
る
か
も
知
れ

　
　
ま
せ
ぬ
が
、
私
と
し
て
は
当
然
の
結
果
に
外
な
ら
な
い
の
で
御
座
い
ま
す
。

　
　
あ
な
た
と
私
と
の
結
婚
当
初
か
ら
今
日
ま
で
を
回
顧
し
て
私
は
今
最
善
の

　
　
理
性
と
勇
気
と
の
命
ず
る
所
に
従
っ
て
こ
の
道
を
執
る
に
至
っ
た
の
で
御

　
　
座
い
ま
す
。
（
中
略
）

　
　
私
は
折
々
我
身
の
不
幸
を
帯
な
ん
て
死
を
考
え
た
事
も
あ
り
ま
し
た
。
し

　
　
か
し
私
は
出
来
う
る
限
り
苦
悩
と
憂
愁
と
を
押
え
て
今
日
ま
で
参
り
ま
し

　
　
た
。
愛
な
き
結
婚
が
生
ん
だ
不
遇
と
、
こ
の
不
遇
な
る
運
命
を
慰
む
る
も

　
　
の
は
た
だ
歌
と
詩
と
の
み
で
あ
り
ま
し
た
。
愛
な
き
結
婚
が
生
ん
だ
不
遇

　
　
と
、
そ
の
不
遇
か
ら
受
け
た
痛
手
の
た
め
に
私
の
生
涯
は
所
詮
暗
い
幕
の

　
　
う
ち
に
終
る
も
の
だ
と
あ
き
ら
め
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
幸
に

　
　
し
て
私
に
は
ひ
と
り
の
愛
す
る
人
が
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
私
は
そ
の
愛
に

　
　
よ
っ
て
今
復
活
し
よ
う
と
し
て
お
る
の
で
す
。
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て

　
　
ぱ
貴
方
に
対
し
て
罪
な
ら
ぬ
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
ま
す
。

　
　
最
早
今
日
は
私
の
良
心
の
命
ず
る
ま
ま
に
不
自
然
な
る
既
往
の
生
活
を
根

　
　
本
的
に
改
造
す
べ
き
時
機
に
の
ぞ
み
ま
し
た
。
即
ち
虚
偽
を
去
り
真
実
に

　
　
就
く
時
が
参
り
ま
し
た
。
依
っ
て
こ
の
手
紙
に
よ
り
私
は
金
力
を
以
て
女

　
　
性
の
人
格
的
尊
厳
を
無
視
す
る
貴
方
に
永
久
の
挾
別
を
告
げ
ま
す
。
私
は

　
　
私
の
個
性
の
自
由
と
尊
貴
を
守
り
且
つ
培
う
た
め
に
貴
方
の
許
を
離
れ
ま
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す
。
長
い
間
私
を
養
育
下
さ
っ
た
御
配
慮
に
対
し
て
は
厚
く
御
礼
申
し
上

　
　
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
二
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
子

　
　
　
　
伊
藤
伝
右
衛
門
様

　
輝
子
と
ぱ
白
蓮
の
本
名
で
あ
る
。
少
々
長
い
引
用
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

ぱ
っ
き
り
と
イ
プ
セ
ン
の
「
ノ
ラ
」
が
居
る
。

　
白
蓮
の
本
名
が
輝
子
。
明
治
十
八
年
、
伯
爵
・
柳
原
前
光
の
妾
腹
の
子
と
し

て
生
ま
れ
た
。
柳
原
家
は
京
都
の
公
卿
。
大
正
天
皇
の
生
母
・
柳
原
二
位
の
局

は
白
蓮
の
叔
母
に
あ
た
る
。
白
蓮
は
い
ち
ど
子
爵
・
北
小
路
資
武
と
結
婚
し
て

一
子
を
も
う
け
た
が
、
二
十
歳
で
離
婚
。
明
治
四
十
五
年
、
筑
豊
の
炭
鉱
王
と

い
わ
れ
た
伊
藤
伝
右
衛
門
（
白
蓮
よ
り
二
十
五
歳
上
で
、
当
時
五
十
二
歳
）
と

再
婚
し
て
い
た
。

　
離
縁
状
の
中
の
「
ひ
と
り
の
愛
す
る
入
」
と
は
、
後
に
白
蓮
の
夫
と
な
る
宮

崎
龍
介
で
あ
る
。
龍
介
は
中
国
革
命
の
志
士
・
宮
崎
泗
天
の
長
男
で
、
東
京
帝

国
大
学
法
学
部
の
学
生
で
、
社
会
革
命
を
め
ざ
す
帝
大
新
入
会
の
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で
あ
っ
た
。
（
大
正
十
年
、
白
蓮
よ
り
六
歳
下
で
三
十
歳
）
。

蓮
と
の
出
会
い
は
、
別
府
市
青
山
町
に
あ
っ
た
伝
右
衛
門
の
別
荘

（
後
ち
、
赤
銅
御
殿
と
書
く
よ
う
に
な
る
）
で
あ
る
。
雑
誌
「
解
放
」
に
発
表

し
た
白
蓮
の
戯
曲
『
指
鬘
外
道
』
を
出
版
社
人
鐙
閣
で
刊
行
の
計
画
が
あ
り
、

そ
の
交
渉
の
話
を
も
っ
て
来
だ
の
が
龍
介
で
あ
っ
た
。

　
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
で
こ
の
絶
縁
状
が
公
開
さ
れ
る
や
い
な
や
、
「
日
本
の

ノ
ラ
つ
い
に
離
婚
」
　
「
囚
は
れ
孔
雀
は
か
く
て
青
空
へ
」
な
ど
と
も
新
聞
報
道

さ
れ
た
と
い
う
こ
の
事
件
？
を
久
女
が
知
ら
な
い
は
ず
は
な
か
ろ
う
。

　
と
い
う
の
は
、
翌
日
（
大
正
十
年
十
月
二
十
三
日
）
の
同
じ
く
「
大
阪
朝
日

新
聞
」
に
、
「
久
保
博
士
の
夫
人
に
『
崖
か
ら
飛
ん
で
死
に
た
い
』
と
輝
子
は

堪
へ
難
い
苦
し
み
を
告
げ
た
」
と
い
う
見
出
し
で
久
保
よ
り
江
女
史
の
談
話
を

載
せ
て
い
る
。
久
保
博
士
と
は
九
州
帝
国
大
学
医
学
部
教
授
・
久
保
猪
之
吉
で

あ
り
、
夫
人
の
よ
り
江
は
久
女
と
共
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
句
友
で
あ
っ
た
。

　
更
に
、
別
府
の
「
銅
御
殿
」
に
は
大
正
九
年
七
月
、
高
浜
虎
子
が
白
蓮
を
訪

ね
て

　
　
　
こ
の
旅
の
こ
ｉ
に
浴
を
せ
し
こ
と
を

の
一
句
を
贈
っ
て
い
る
。
九
州
に
西
下
し
た
虚
子
の
前
年
の
行
動
に
つ
い
て
久

女
が
こ
れ
ま
た
知
ら
な
い
は
ず
が
な
く
、
白
蓮
に
対
し
て
の
興
味
も
持
っ
て
い

た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
松
井
幸
子
に
次
の
よ
う
な
考
察
が
あ
る
１

　
　
宇
内
の
実
家
も
久
女
の
実
家
も
裕
福
な
家
庭
で
あ
っ
た
が
、
小
倉
で
の
生

　
　
活
は
教
師
の
給
料
の
み
の
生
活
で
、
家
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
を
雇
う

　
　
こ
と
も
な
く
、
家
庭
の
主
婦
と
し
て
の
仕
事
の
す
べ
て
が
久
女
の
手
を
必

　
　
要
と
し
て
い
た
。
当
時
の
女
流
俳
人
の
多
く
は
、
裕
福
な
社
会
的
地
位
の

　
　
あ
る
夫
を
持
っ
て
い
た
。
特
に
九
州
で
は
久
保
よ
り
江
、
橋
本
多
佳
子
、

　
　
歌
人
で
は
柳
原
白
蓮
な
ど
、
恵
ま
れ
た
女
性
が
身
近
に
い
た
。
よ
り
江
は

　
　
九
州
帝
国
大
学
医
学
部
教
授
久
保
猪
之
吉
の
夫
人
、
夫
も
共
に
俳
句
を
作
っ

　
　
て
い
た
。
多
佳
子
の
夫
橋
本
豊
次
郎
は
、
土
建
業
橋
本
組
の
後
継
者
で
、

　
　
大
分
に
十
万
坪
の
農
場
を
有
す
る
資
産
家
で
あ
り
、
白
蓮
の
夫
は
炭
鉱
王

　
　
伊
藤
伝
右
衛
門
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
々
と
比
較
す
る
時
、
久
女
の
置

　
　
か
れ
た
立
場
が
、
世
間
的
に
見
れ
ば
貧
し
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
に
、

　
　
必
要
以
上
に
久
女
を
心
理
的
に
追
い
つ
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

と
い
う
よ
う
に
、
久
女
と
白
蓮
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。

　
白
蓮
の
伝
右
衛
門
へ
の
「
離
縁
状
」
が
新
聞
で
公
表
さ
れ
た
の
が
十
月
二
十

二
日
、
そ
の
五
日
前
の
十
月
十
七
日
に
久
女
は
先
述
の
虚
子
宛
「
夜
あ
け
前
に

書
き
し
手
紙
」
を
書
い
て
い
る
。

　
　
　
「
三
十
こ
し
た
女
の
淋
し
み
と
中
し
ま
し
ょ
う
か
。
幻
滅
の
前
へ
立
っ
た

　
　
女
、
ま
た
人
生
の
灰
色
を
見
た
女
」
　
「
親
も
、
兄
姉
、
子
も
、
夫
も
共
に

　
　
あ
り
っ
つ
、
又
友
は
あ
り
っ
つ
も
な
ほ
、
墓
場
の
如
き
寂
し
さ
と
孤
独
」
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こ
の
久
女
が
、
白
蓮
の
出
奔
し
た
記
事
、
即
ち
「
ノ
ラ
」
に
な
っ
た
姿
に
シ
ョ
″

ク
を
受
け
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
、
久
女
は
家
に
止
ま
っ
た
。
そ
し

て
、
大
正
十
一
年
二
月
、
久
女
は
小
倉
の
日
本
基
督
教
団
鍛
治
町
協
会
で
洗
礼

を
受
け
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
っ
た
。
問
題
の
「
ノ
ラ
」
の
句
が
「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
に
載
っ
た
直
後
で
あ
る
。

　
　
　
足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

　
久
女
の
「
ノ
ラ
」
は
イ
プ
セ
ソ
の
『
人
形
の
家
』
の
ノ
ラ
で
あ
る
と
同
時
に
、

よ
り
直
接
的
に
は
。
日
本
の
ノ
ラ
・
柳
原
白
蓮
〃
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
の
こ
と
を
も
含
め
て
、
大
正
十
一
年
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
二
月
号
の
雑
詠

人
選
句
の
制
作
年
次
は
、
大
正
十
年
の
冬
（
つ
ま
り
十
一
月
初
旬
か
ら
十
二
月

初
句
＝
詳
し
く
立
冬
の
日
か
ら
、
投
句
が
十
二
月
十
五
日
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

発
行
所
に
届
く
ま
で
の
間
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
「
銅
御
殿
」
に
関
し
て
付
け
加
え
れ
ば
、
大
正
九
年
五
月
、
北
原
白

秋
に
よ
り
一
方
的
に
離
縁
状
を
送
ら
れ
て
離
縁
さ
れ
た
江
口
章
子
が
、
上
女
中

と
い
う
名
目
で
同
年
七
月
？
八
月
ご
ろ
住
み
込
ん
で
い
る
。
別
府
市
内
の
西
法

寺
の
叔
母
の
と
こ
ろ
に
寄
っ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
り
、
離
縁
と
い
う
淋
し
さ
と
自

由
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
時
で
あ
る
。
そ
の
姿
を
、
す
で
に
龍
介
と
恋
愛
中
？
の

白
蓮
は
ど
う
思
い
、
ど
う
見
て
い
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
ま
た
大
正
十
年
一
月
に
は
、
夫
の
男
爵
・
九
条
良
致
に
十
年
間
ほ
と
ん
ど
別

居
生
活
を
強
い
ら
れ
、
ひ
た
す
ら
に
歌
の
道
で
心
を
慰
め
て
い
た
「
心
の
花
」

の
歌
女
九
条
武
子
も
訪
れ
て
い
る
。
結
婚
、
夫
と
妻
、
愛
や
恋
、
そ
れ
ら
の
こ

と
に
つ
い
て
互
い
に
心
を
打
ち
あ
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
大
正
十
年
に
は
野
口
市
債
の
「
船
頭
小
唄
」
が
流
行
し
た
と
い
う
。

注

注
①
「
昭
和
二
十
六
年
版
『
久
女
句
集
』
で
は
〈
醜
と
も
な
ら
ず
〉
と
改
め
ら

　
　
れ
て
い
る
が
、
〈
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
〉
の
斬
新
な
措
辞
に
は
及
ば
な
い
。
」

　
　
　
（
『
鑑
賞
現
代
俳
句
』
小
室
善
弘
）
の
意
見
の
よ
う
な
こ
と
で
、
再
び
改

　
　
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
②
清
崎
敏
郎
『
近
代
俳
人
』
　
（
桜
楓
社
）

注
③
石
川
桂
郎
『
近
代
俳
句
大
観
』
　
（
明
治
書
院
）

庄
④
宮
崎
美
恵
子
『
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学
』
〈
俳
句
〉
　
（
明
治
書
院
）

注
⑤
小
室
善
弘
『
賞
現
代
俳
句
』
　
（
木
阿
弥
書
店
）

注
⑥
上
野
さ
ち
子
『
日
本
名
句
集
成
』
　
（
学
燈
社
）

注
⑦
「
演
劇
運
動
を
起
す
に
就
て
ぱ
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
必
要
な
限
り
、
両

　
　
人
の
恋
仲
を
精
神
的
に
確
く
相
守
る
と
共
に
、
お
そ
く
と
も
必
ず
弐
客
年

　
　
以
内
に
準
備
を
調
へ
、
両
人
正
式
に
結
事
す
る
こ
と
を
約
束
す
」
　
（
抱
月

　
　
の
誓
約
書
）

注
③
『
杉
田
久
女
と
橋
本
多
佳
子
』
　
（
牧
羊
社
）

注
⑨
・
こ
の
離
縁
状
は
白
蓮
の
筆
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
友
人
の
赤
松
克
麿

　
　
が
書
き
、
勝
手
に
新
聞
社
へ
届
け
た
も
の
。
（
田
吹
繁
子
「
八
雲
」
平
成

　
　
元
年
八
月
号
－
「
毎
日
新
聞
」
昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
六
日
朝
刊
よ
り

　
　
上

　
　
・
こ
の
文
章
を
書
い
た
の
は
、
龍
介
の
所
属
し
て
い
た
東
大
斬
人
会
の
り
Ｉ

　
　
ダ
ー
赤
松
克
麿
が
、
白
蓮
の
チ
記
や
関
係
者
の
話
を
参
考
に
し
て
書
い
た
。

　
　
　
（
漆
原
辰
雄
『
お
も
い
つ
く
ま
ま
』
－
評
伝
白
蓮
夫
人
―
私
家
版
）

注
⑩
・
注
⑨
に
同
じ

　
　
・
白
哲
の
イ
ン
テ
リ
、
宮
崎
龍
介
と
、
炭
坑
成
金
の
夫
と
く
ら
べ
た
と
き
、

　
　
女
流
歌
人
と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
輝
子
の
心
は
お
な
じ
男
で
あ
り
な

　
　
が
ら
、
伝
ネ
ム
と
龍
介
で
は
余
り
に
も
違
い
す
ぎ
る
知
性
に
、
激
し
く
揺

　
　
れ
動
い
た
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
彼
女
の
著
作
『
指
鬘
外
道
』
が
彼
女
の
運

-６-



　
　
命
を
変
え
、
「
大
正
恋
愛
史
」
に
日
本
の
ノ
ラ
と
し
て
不
滅
の
名
を
残
し

　
　
た
の
で
あ
る
。
（
西
沢
爽
『
日
本
近
代
歌
謡
史
・
下
』
－
桜
楓
社
』
）

洗
面
松
井
幸
子
『
話
題
源
・
詩
・
短
歌
・
俳
句
』
　
（
東
京
法
令
出
版
）

洗
⑩
当
時
、
か
な
ら
ず
し
も
白
蓮
の
行
動
に
同
情
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

　
　
む
し
ろ
批
難
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
聞
に
見
る
論
談
や
、

　
　
識
者
の
批
判
は
、
「
た
と
え
愛
が
な
く
と
も
、
も
っ
と
綺
麗
な
別
れ
方
が

　
　
あ
っ
た
は
ず
、
白
蓮
の
行
動
は
裏
切
り
的
」
な
ど
。
（
洗
⑩
の
西
沢
氏
に

　
　
同
じ
）
。

｜

平
成
四
年
十
月
五
日
　
受
理
－

７－-
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