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6
　
前
半
で
舞
台
を
整
え
、
後
半
の
情
を
引
き
出
す

冬
夜
独
酌	

冬と
う

夜や

独ど
く

酌し
や
く　
　

Ｎ
・
Ａ
女

大●

寒○

風○
雪●

満●

窓○

霜◎

	

大た
い

寒か
ん

の
風ふ

う

雪せ
つ 

満ま
ん

窓そ
う

の
霜し

も

冷●

気●

侵○

肌○
夜●

正●

長◎

	

冷れ
い

気き 

肌は
だ

を
侵お

か

し
て
夜よ

る

正ま
さ

に
長な

が

し

不●

耐●

擁●

爐○

開○
濁●

酒●

	

耐た

え
ず 

爐ろ

を
擁よ

う

し
て
濁だ

く

酒し
ゆ

を
開ひ

ら

く

酔●

中○

心○

自●

到●

仙○
郷◎

	

酔す
い

中ち
ゆ
う 

心こ
こ
ろ

は
自

お
の
ず
か

ら
仙せ

ん

郷き
よ
う

に
到い

た

る

【
訳
】
冬
の
夜
の
ひ
と
り
酒
／
大
寒
の
時
節
に
大
吹
雪
が
起
こ
り
、
窓
に
は
び
っ
し
り
と
霜
が
は
り
つ
い
て
い
る
。
そ
ん
な
時

は
、
冬
の
冷
え
冷
え
と
し
た
空
気
が
肌
に
し
み
入
り
、
夜
が
本
当
に
長
く
感
じ
ら
れ
る
。
寒
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
に
、
火
鉢
に
あ

た
り
な
が
ら
濁
り
酒
の
壺
を
開
け
ば
、
ほ
ろ
酔
い
気
分
の
中
で
、
心
は
自
然
に
俗
世
間
を
離
れ
て
仙
人
の
い
る
世
界
に
遊
べ
る

か
の
よ
う
な
心
地
に
な
る
の
だ
。　
【
語
釈
】
大
寒
＝
二
十
四
節
気
の
一
つ
。
一
年
中
で
寒
さ
が
最
も
厳
し
い
時
期
で
、
旧
暦
で

は
十
二
月
半
ば
頃
、
新
暦
で
は
一
月
二
十
日
頃
。　

擁
爐
＝
火
鉢
に
当
た
る
。
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こ
の
詩
は
、
冬
の
夜
に
一
人
酒
を
飲
ん
で
暖
を
取
る
様
子
を
詠
じ
た
も
の
。
ま
ず
起
句
に
問
題
あ
り
。「
大
寒

風
雪
」
と
あ
っ
て
も
、
こ
の
「
大
寒
」
が
二
十
四
節
気
の
「
大
寒
」
を
さ
し
て
い
る
の
か
、「
大
変
寒
い
」
と
い

う
意
味
の
語
な
の
か
が
わ
か
り
に
く
い
。
さ
ら
に
「
風
雪
」
と
「
霜
」
と
は
同
種
の
も
の
で
あ
り
、
一
句
の
中
に

似
た
よ
う
な
も
の
を
混
在
さ
せ
て
は
詩
と
し
て
の
味
わ
い
が
薄
く
な
る
。
こ
こ
は
、
窓
一
杯
に
降
り
た
霜
に
焦
点

を
絞
っ
て
こ
れ
を
際
立
た
せ
る
よ
う
に
す
る
工
夫
が
必
要
。
そ
こ
で
上
四
字
を
「
月
輪
斜
照
」（
月
の
光
が
斜
め

に
照
ら
す
）
と
改
め
、
月
光
に
よ
っ
て
霜
が
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
る
様
子
を
表
す
よ
う
に
す
れ
ば
、
ぐ
っ
と
印

象
的
な
場
面
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

転
句
も
原
案
の
ま
ま
で
は
落
ち
着
き
が
悪
い
。
冒
頭
の
「
不
耐
」
は
、
訳
に
「
寒
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
」
と
あ
る

よ
う
に
、
一
句
前
の
承
句
を
う
け
る
言
葉
と
し
て
作
者
は
用
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
、「
不
耐
」
は

下
の
句
に
か
か
り
、「
爐
を
擁
し
濁
酒
を
開
く
の
に
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
、
反
対
の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

こ
で
「
不
耐
」
を
「
最
好
」（
最
も
好よ

し
）
と
改
め
よ
う
。
こ
う
す
れ
ば
、
寒
い
時
に
暖
を
取
る
に
は
こ
れ
が
最

良
だ
と
強
調
で
き
る
。
ま
た
、
樽
を
開
く
な
ら
と
も
か
く
、「
酒
」
を
「
開
」
く
と
い
う
の
も
お
か
し
い
。
こ
こ

は
実
際
に
酒
を
酌
む
こ
と
に
し
て
動
き
を
出
す
と
よ
い
。
た
だ
し
「
酌
」
字
は
仄
声
で
あ
り
、
こ
れ
を
用
い
る
と

下
三
連
（
仄
三
連
）
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
平
声
の
「
斟
」（
音 

シ
ン
）
字
を
用
い
る
。
最
後
に
、
結
句
の

「
心
自
」
で
は
今
一
つ
パ
ン
チ
が
足
り
な
い
。
こ
こ
は
「
不
覚
」（
い
つ
の
間
に
か
）
に
改
め
、
酒
を
飲
ん
で
い
る
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と
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
仙
郷
に
遊
ぶ
心
地
と
な
る
、
と
い
う
方
向
に
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

冬
夜
独
酌	

冬と
う

夜や

独ど
く

酌し
や
く

月●
輪○

斜○

照●

満●

窓○

霜◎

	

月げ
つ

輪り
ん 

斜な
な

め
に
照て

ら
す 

満ま
ん

窓そ
う

の
霜し

も

冷●

気●
侵○

肌○

夜●

正●

長◎

	

冷れ
い

気き 

肌は
だ

を
侵お

か

し
て
夜よ

る

正ま
さ

に
長な

が

し

最●

好●

擁●
爐○

斟○

濁●

酒●

	

最も
つ
と

も
好よ

き
は
爐ろ

を
擁よ

う

し
て
濁だ

く

酒し
ゆ

を
斟く

む

酔●

中○

不●

覚●
到●

仙○

郷◎

	

酔す
い

中ち
ゆ
う

覚お
ぼ

え
ず
し
て 

仙せ
ん

郷き
よ
う

に
到い

た

る

【
訳
】
冬
の
夜
の
ひ
と
り
酒
／
月
の
光
が
窓
い
っ
ぱ
い
に
降
り
た
霜
を
照
ら
せ
ば
、
冬
の
冷
え
冷
え
と
し
た
空
気
が
肌
に

し
み
入
り
、
夜
が
本
当
に
長
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
ん
な
時
に
寒
さ
を
凌
ぐ
最
も
よ
い
方
法
は
、
火
鉢
に
あ
た
り
な
が
ら
、

そ
こ
で
温
め
た
濁
り
酒
を
飲
む
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ
ば
酔
っ
た
中
、
い
つ
の
間
に
か
自
然
に
俗
世
間
を
離
れ
て
仙
人
の
い

る
世
界
に
遊
べ
る
か
の
よ
う
な
心
地
に
な
る
の
だ
。

　

前
半
は
舞
台
装
置
。
与
え
ら
れ
た
題
意
に
添
い
、
季
節
、
時
刻
、
場
所
な
ど
を
按
配
し
て
、
後
半
の
情0

を

引
き
出
す
用
意
を
す
る
。

完成
直伝

漢詩稽古01責.indd   22 15/06/05   14:57


