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木幡智恵美 
冬（2）

　
つ
い
に
冬
将
軍
が
や
っ
て
き
た
。
十
二
月
も
半
ば
を
過
ぎ
た
か
ら
当
然
だ
。
敷
布
団
を
二
枚
に
し

て
寝
た
け
れ
ど
、
夜
中
は
風
の
音
で
な
か
な
か
眠
れ
ず
、
何
本
も
夢
を
見
た
。
布
団
の
中
に
居
た
い

の
に
眠
れ
も
し
な
い
の
で
早
く
か
ら
台
所
に
降
り
、
朝
食
を
摂
っ
て
か
ら
夕
飯
の
下
ご
し
ら
え
に
取

り
掛
か
る
。
こ
の
日
は
実
歩
の
ク
ラ
ス
の
発
表
会
で
、
娘
が
見
に
行
っ
て
い
る
間
、
寛
大
と
宗
矢
と

で
留
守
番
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
薄
っ
す
ら
と
雪
化
粧
し
た
道
を
、
夫
に
送
っ
て
も
ら
っ
て

玉
湯
に
行
っ
た
。 

　
娘
た
ち
を
送
り
出
し
て
か
ら
、
寛
大
と
宗
矢
と
一
緒
に
二
階
に
上
が
り
、
お
も
ち
ゃ
部
屋
で
遊

ぶ
。
車
を
動
か
し
た
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
を
組
み
立
て
た
り
壊
し
た
り
。
そ
れ
に
飽
き
て
く
る
と
、
寛
大

は
、
「
外
に
出
て
、
雪
で
遊
び
た
い
」
と
言
い
出
し
、
「
ち
ゅ
う
」
と
宗
矢
も
同
調
す
る
。
仕
方
な

く
ジ
ャ
ン
バ
ー
を
着
せ
、
手
袋
を
さ
せ
て
長
靴
で
庭
に
出
た
。
大
し
た
積
雪
で
は
な
い
け
れ
ど
、
子

ど
も
に
と
っ
て
魅
力
的
な
雪
だ
。
二
人
と
も
雪
の
上
を
歩
き
回
り
、
雪
団
子
を
作
っ
て
遊
ん
だ
。
手

袋
が
び
し
ょ
び
し
ょ
に
な
っ
た
の
で
家
の
中
に
入
り
、
冷
え
た
身
体
を
暖
め
る
。
し
ば
ら
く
し
て
、

娘
と
実
歩
が
帰
っ
て
来
、
ス
マ
ホ
で
撮
っ
た
発
表
会
の
動
画
を
皆
で
見
た
。
そ
の
日
の
最
高
気
温
は

五
、
二
度
。
寛
大
と
宗
矢
を
外
で
遊
ば
せ
た
け
ど
、
風
邪
な
ど
ひ
い
て
い
な
け
れ
ば
よ
い
が
。 

　
次
の
週
は
、
今
年
最
後
の
連
続
。
水
曜
日
の
点
訳
の
勉
強
会
に
参
加
し
、
夜
は
転
勤
す
る
Ｓ
さ
ん

が
松
江
道
場
で
の
最
後
の
日
と
あ
っ
て
、
少
し
痛
む
お
腹
が
気
に
な
り
つ
つ
稽
古
に
出
た
。
翌
日
は

出
雲
に
年
末
の
掃
除
に
出
か
け
る
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
、
く
す
く
す
痛
む
腹
を
な
だ
め
な
が
ら
、

夫
と
分
担
し
て
掃
除
を
済
ま
せ
る
。
翌
金
曜
日
は
、
今
年
最
後
の
手
話
教
室
。
ク
リ
ス
マ
ス
会
の

ゲ
ー
ム
担
当
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
何
と
か
役
目
を
果
た
し
家
に
帰
っ
た
。
残
り
物
で
昼
食
を
摂
っ

た
後
、
寒
気
が
す
る
の
で
熱
を
測
る
と
三
十
八
度
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
動
く
と
響
く
く
ら
い
だ
っ
た

の
が
、
じ
っ
と
し
て
い
て
も
腹
が
痛
む
。
か
か
り
つ
け
医
に
診
て
も
ら
う
と
、
胃
腸
炎
と
の
こ
と
で

整
腸
剤
と
痛
み
止
め
を
処
方
し
て
も
ら
っ
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
な
の
で
、
チ
キ
ン
を
焼
き
、
ロ
ー

ル
ケ
ー
キ
を
作
っ
た
が
、
私
は
お
じ
や
が
や
っ
と
だ
っ
た
。 

　
腹
の
不
調
は
長
引
き
、
土
曜
日
、
翌
週
月
曜
日
の
寛
大
と
の
留
守
番
は
夫
に
替
わ
っ
て
も
ら
っ

た
。
年
末
、
長
男
が
二
年
半
ぶ
り
に
帰
っ
て
来
る
。
そ
れ
ま
で
に
は
絶
対
に
治
さ
な
く
て
は
。 
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柿

が
色
づ
い
て
き
た
け
ど
取
り
に
来
ま
せ
ん
か
。
と
奥
出

雲
か
ら
便
り
が
届
い
た
。
差
出
人
の
Ｔ
さ
ん
は
、
ぼ
く

の
柿
好
き
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
何
度
も
取
ら
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
。
二
つ
返
事
で
行
く
日
を
伝
え
た
。 

「
ま
い
が
あ
（
う
ま
い
よ
ね
え
）
。
果
物
ん
中
で
、
柿
が
い
ち

ば
ん
ま
い
が
あ
。
」 

　
子
ど
も
の
こ
ろ
、
晩
秋
と
も
な
る
と
、
夕
食
後
、
母
は
柿
の

皮
を
む
い
て
兄
と
ぼ
く
に
食
べ
さ
せ
な
が
ら
、
そ
う
言
う
の
が

常
だ
っ
た
。
甘
み
も
酸
味
も
も
っ
と
強
い
果
物
が
い
く
ら
も
あ

る
の
で
、
そ
う
か
な
あ
と
疑
い
つ
つ
相
づ
ち
を
う
っ
て
い
た
。

小
学
校
四
年
生
の
時
、
道
徳
の
勉
強
で
副
読
本
を
読
ん
で
い
た

ら
、
何
だ
か
似
た
よ
う
な
場
面
が
出
て
き
た
。
お
じ
い
さ
ん
と

孫
が
柿
を
前
に
し
て
話
し
て
い
る
。 

「
お
い
し
い
ね
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
。
」 

「
そ
う
だ
な
あ
。
柿
は
な
ん
と
言
っ
て
も
果
物
の
王
様
じ
ゃ
か

ら
な
。
」 

　
こ
れ
は
母
に
伝
え
な
く
て
は
、
と
家
に
帰
る
と
す
ぐ
に
言
っ

た
。
母
は
我
が
意
を
得
た
り
と
い
う
表
情
で
、 

「
そ
げ
で
し
ょ
う
（
言
っ
た
と
お
り
で
し
ょ
う
）
。
」 

と
言
っ
た
。
酸
っ
ぱ
い
果
物
を
好
ま
な
か
っ
た
母
と
は
異
な

り
、
ぼ
く
は
ど
ん
な
果
物
で
も
お
い
し
い
と
思
う
の
だ
が
、
柿

の
う
ま
さ
は
年
を
取
る
に
つ
れ
て
増
し
て
い
く
よ
う
に
思
え

る
。
ま
だ
そ
ん
な
場
面
は
訪
れ
な
い
が
、
副
読
本
み
た
い
に
孫

に
問
わ
れ
れ
ば
、
柿
を
王
様
に
譬
え
た
い
と
思
う
。 

　
柿
が
好
き
、
と
い
う
の
は
、
柿
の
色
が
好
き
と
い
う
の
も
あ

る
。
熟
れ
る
に
従
っ
て
緑
や
黄
色
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
し
な

が
ら
朱
が
刺
し
て
き
て
、
や
が
て
そ
れ
が
自
ら
光
り
で
も
す
る

よ
う
に
色
を
強
め
、
最
後
に
は
徐
々
に
光
量
を
絞
り
な
が
ら
深

紅
へ
と
移
ろ
っ
て
い
く
。
最
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
と
き

の
、
柿
色
と
し
か
言
い
様
の
な
い
あ
の
色
が
や
は
り
好
き
だ
。

登
山
用
の
ザ
ッ
ク
に
そ
の
名
も
パ
ー
シ
モ
ン
を
見
つ
け
た
と
き

は
、
柿
色
と
い
う
だ
け
で
迷
わ
ず
買
っ
た
。 

　
今
年
は
生
り
年
の
よ
う
で
、
並
べ
た
バ
ケ
ツ
も
籠
も
み
る
み

る
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
っ
た
。 

「
去
年
は
辛
い
こ
と
ば
か
り
が
重
な
っ
て
、
柿
が
実
を
付
け
て

い
る
こ
と
さ
え
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
が
小
さ
い
の
は
そ

の
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」 

　
ぼ
く
が
次
々
と
落
と
す
実
を
拾
い
な
が
ら
、
Ｔ
さ
ん
は
言
っ

た
。
幸
せ
色
と
で
も
呼
び
た
い
よ
う
な
柿
色
が
心
に
と
ま
ら
な

く
な
る
時
が
こ
れ
か
ら
幾
度
か
ぼ
く
に
も
訪
れ
る
の
だ
ろ
う
。 

　
ど
っ
さ
り
持
ち
帰
っ
た
柿
を
毎
日
食
べ
て
い
る
。
生
食
だ
け

で
は
食
べ
切
れ
な
い
の
で
、
サ
ラ
ダ
に
酢
の
物
は
も
と
よ
り
、

干
し
柿
、
柿
プ
リ
ン
、
柿
ポ
タ
ー
ジ
ュ…

と
楽
し
ん
で
い
る
。

意
外
な
の
が
プ
リ
ン
で
、
牛
乳
と
混
ぜ
て
冷
や
す
だ
け
で
味
や

食
感
が
プ
リ
ン
そ
の
も
の
に
な
る
。
レ
シ
ピ
ご
希
望
の
方
は
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
ネ
ッ
ト
で
見
つ
か
り
ま
す
が
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
習

30近
平
の
総
書
記
３
期
目
入
り
が
決
ま
っ
た
と

き
、
中
国
の
Ｉ
Ｔ
関
連
の
株
価
が
軒
並
み
下

落
し
た
と
報
じ
ら
れ
た
（ 

月 

日
朝
日
新

10

26

聞
朝
刊
）
。 

年
金
生
活
者
　
こ
れ
ま
で
共
産
党
１
党
独
裁

を
正
当
化
し
て
き
た
経
済
の
発
展
を
犠
牲
に

し
て
で
も
、
習
の
１
人
独
裁
、
言
い
換
え
れ

ば
「
皇
帝
」
化
を
進
め
た
ほ
う
が
国
民
を
支

配
し
や
す
い
、
と
習
の
ま
わ
り
も
判
断
し
た

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
「
改
革
開
放
」
は
国
民
に
経
済
的
な
自

由
、
す
な
わ
ち
消
費
の
自
由
、
職
業
選
択
の

自
由
、
移
動
の
自
由
な
ど
を
与
え
た
。
そ
の

結
果
、
国
民
は
国
家
に
寄
り
か
か
ら
な
く
て

も
生
活
し
て
い
け
る
と
い
う
自
立
意
識
を
持

ち
始
め
た
。
そ
ん
な
国
民
に
さ
ら
に
自
由
を

与
え
れ
ば
、
ま
す
ま
す
国
家
を
頼
り
に
し
な

く
な
る
。
独
裁
者
に
と
っ
て
は
都
合
の
悪
い

こ
と
だ
。 

　
こ
れ
ま
で
は
経
済
成
長
の
速
度
が
速
か
っ

た
た
め
、
国
民
は
将
来
に
期
待
を
持
ち
や
す

か
っ
た
。
だ
か
ら
共
産
党
を
支
持
し
て
き

た
。
こ
れ
か
ら
は
成
長
が
鈍
化
す
る
。
経
済

だ
け
で
は
共
産
党
へ
の
支
持
を
つ
な
ぎ
留
め

ら
れ
な
く
な
る
。
国
家
の
強
権
が
必
要
に
な

る
。
「
皇
帝
」
の
権
威
を
示
し
、
「
帝
国
」

の
体
制
を
さ
ら
に
強
固
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
習
は
そ
う
考
え
て
い
る
に
違
い
な

い
。 

 

代
　
経
済
の
発
展
が
民
主
化
を
促
す
と
思

30わ
れ
て
い
た
の
に
、
逆
に
民
主
主
義
を
遠
ざ

け
る
ば
か
り
だ
。 

年
金
　
近
代
は
「
帝
国
」
を
衰
退
さ
せ
た
あ

と
、
復
活
さ
せ
た
。
「
国
民
国
家
」
と
い
う

「
平
等
」
の
シ
ス
テ
ム
が
社
会
主
義
国
家
の

形
を
取
っ
て
「
帝
国
」
と
し
て
の
ソ
連
を
成

立
さ
せ
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
」
と
い

う
「
自
由
」
の
シ
ス
テ
ム
が
「
帝
国
」
と
し

て
の
中
国
を
膨
張
さ
せ
た
。
こ
れ
は
近
代
が

前
近
代
の
残
滓
を
一
掃
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
と
は
違
う
。
近
代
が
前
近
代
を
活
性

化
さ
せ
、
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
、
と
言
っ

た
ほ
う
が
真
実
に
近
い
。 

近
代
の
シ
ス
テ
ム
の
土
台
を
な
す
資
本
主

義
は
、
労
働
者
を
搾
取
の
対
象
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
生
産
し
た
商
品
の
買
い
手
と
し
て

必
要
と
し
て
い
る
。
搾
取
す
る
だ
け
で
は
、

労
働
者
は
商
品
を
買
え
な
く
な
る
か
ら
、
富

を
再
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
社
会
保
障
政
策
が
必
要
だ
。
そ
れ
に

向
け
て
国
家
の
尻
を
た
た
く
役
回
り
を
資
本

主
義
は
「
平
等
」
の
旗
を
掲
げ
る
ソ
連
に
与

え
た
。 

　
第
１
次
世
界
大
戦
で
す
っ
か
り
弱
っ
た

「
帝
国
」
と
し
て
の
ロ
シ
ア
が
社
会
主
義
を

制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
装
の
「
帝

国
」
と
し
て
復
活
し
た
の
が
ソ
連
だ
。
富
の

再
分
配
に
は
「
自
由
」
の
あ
る
「
国
民
国

家
」
よ
り
も
強
権
的
な
「
帝
国
」
の
ほ
う
が

適
し
て
い
る
。
西
側
の
「
国
民
国
家
」
は
対

抗
上
、
社
会
保
障
政
策
を
拡
張
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
ソ
連
「
帝
国
」
と
西
側
陣
営
が

戦
っ
た
東
西
冷
戦
は
、
核
に
よ
る
威
嚇
力
と

抑
止
力
を
競
う
と
同
時
に
、
自
国
民
を
ど
れ

だ
け
豊
か
に
し
た
か
を
競
い
合
う
戦
い
だ
っ

た
か
ら
だ
。 

 

代
　
今
の
中
国
も
新
装
の
「
帝
国
」
と
い

30う
わ
け
か
。 

年
金
　
現
在
の
資
本
主
義
は
新
た
な
利
潤
の

源
泉
を
求
め
て
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
Ａ
Ｉ

化
を
進
め
て
い
る
真
っ
最
中
だ
。
そ
れ
に
は

国
民
を
全
員
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
組
み
込

み
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
振
る
舞
い
を
追
跡
で

き
る
よ
う
に
す
る
の
が
一
番
い
い
。
そ
の
推

進
に
は
富
の
再
分
配
の
場
合
と
同
様
、
強
権

的
な
「
帝
国
」
の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
。
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
重
ん
じ
る
西
側
諸
国
は
遅
れ

を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
資
本
主
義

は
「
帝
国
」
の
中
国
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
西
側
の
対
抗
心
を
起
動
さ
せ
、
目
的

を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。 

 

代
　
ま
わ
り
く
ど
い
こ
と
を
す
る
も
ん

30だ
。 

年
金
　
古
い
時
代
に
支
配
的
だ
っ
た
社
会
の

基
本
シ
ス
テ
ム
は
、
時
代
が
新
し
く
な
っ
た

と
き
、
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は

残
滓
と
し
て
だ
け
残
る
の
で
は
な
く
、
新
し

い
時
代
に
必
須
の
シ
ス
テ
ム
の
ひ
と
つ
と
し

て
存
続
す
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
が

柄
谷
行
人
の
交
換
様
式
論
だ
。 

　
柄
谷
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
登
場
し
た
交

換
様
式
を
Ａ
（
互
酬
）
、
Ｂ
（
再
分
配
）
、

Ｃ
（
商
品
交
換
）
の
３
タ
イ
プ
に
分
類
し

た
。
そ
れ
ら
は
Ａ→

Ｂ→

Ｃ
の
順
に
成
立
し

た
が
、
成
立
し
た
あ
と
は
新
し
い
様
式
が
成

立
し
て
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
社

会
の
支
配
的
な
交
換
様
式
で
な
く
な
る
だ
け

だ
。
現
在
の
よ
う
に
Ｃ
が
支
配
的
な
交
換
様

式
に
な
っ
て
も
、
Ｂ
は
国
家
に
よ
っ
て
担
わ

れ
て
お
り
、
も
し
そ
れ
が
な
け
れ
ば
Ｃ
の
作

動
も
妨
げ
ら
れ
る
。 

　
Ａ
は
現
在
も
と
の
ま
ま
の
形
で
は
家
族
な

ど
限
定
さ
れ
た
場
で
し
か
作
動
し
て
い
な

い
。
だ
が
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
国
民
）
と
い
う

「
想
像
の
共
同
体
」
と
し
て
、
Ｂ
を
担
う
国

家
と
Ｃ
の
作
動
す
る
市
場
に
と
っ
て
不
可
欠

の
交
換
様
式
と
な
っ
て
い
る
、
と
柄
谷
は
考

え
る
。 

　
個
人
に
置
き
換
え
て
言
う
な
ら
、
た
と
え

ば
後
期
高
齢
者
の
私
の
中
に
、
泣
き
叫
ぶ
幼

児
が
、
甘
い
も
の
を
欲
し
が
る
小
学
生
が
、

大
人
の
ま
ね
を
し
た
が
る
中
高
生
が
、
キ
レ

て
は
つ
ま
ず
く
青
年
が
、
も
の
が
わ
か
っ
て

き
た
と
う
ぬ
ぼ
れ
る
中
年
男
が
、
時
ど
き
心

と
体
を
も
つ
れ
さ
せ
て
い
る
老
人
が
雑
居

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
を
主
張
し
な
が
ら
相

互
依
存
し
て
い
る
の
と
似
て
い
る
。 

　
産
業
資
本
主
義
の
発
達
は
「
国
民
国
家
」

を
発
達
さ
せ
、
第
１
次
世
界
大
戦
で
古
く
か

ら
の
「
帝
国
」
を
衰
退
さ
せ
た
。
帝
政
ロ
シ

ア
の
ロ
マ
ノ
フ
朝
は
亡
び
た
。
だ
が
、
ロ
シ

ア
は
ソ
連
の
成
立
に
よ
っ
て
新
し
い
形
の

「
帝
国
」
と
し
て
復
活
し
た
。
現
在
の
ポ
ス

ト
産
業
資
本
主
義
は
「
国
民
国
家
」
の
境
を

越
え
て
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
進
展
さ

せ
、
「
帝
国
」
と
し
て
の
中
国
を
巨
大
化
さ

せ
た
。
近
代
的
な
「
国
民
国
家
」
の
誕
生

は
、
前
近
代
的
な
「
帝
国
」
の
退
場
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
を
勢
い
づ
け

て
い
る
。
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