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四
月
号
の
寄
贈
雑
誌
大
小
十
六
種
の
う
ち
か
ら
、
創
作
戯
曲
二
十
五
種
を

選
び
出
し
、
昨
日
（
四
日
）
ま
で
暇
を
盗
ん
で
読
ん
だ
。
そ
の
結
果
が
こ
の

一
文
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
僕
は
決
し
て
こ
の
仕
事
を
自
分
に
適
し
た
仕

事
だ
と
は
思
は
な
い
。
た
ゞ
書
く
方
で
愉
快
に
な
ら
な
い
や
う
な
文
章
は
、

読
む
方
で
も
つ
ま
ら
な
い
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
努
め
て
じ
う
面
は
つ
く

ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
そ
の
か
は
り
、
多
少
の
戯
談
は
許
し
て
も
ら
ひ
た
い
。

　
第
一
断
つ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
チ
ヨ
ン
ま
げ
が
出
て
来
る

芝
居
は
、
そ
の
チ
ヨ
ン
ま
げ
が
武
士
で
あ
ら
う
と
町
人
で
あ
ら
う
と
、
一
切
、

批
評
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
。
（
但
し
長
与
善
郎
氏
の
「
武
蔵
と
卜
伝
」
だ
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け
は
こ
の
限
り
に
非
ず
）

　
第
二
に
は
、
ど
れ
も
一
回
し
か
読
ま
な
か
つ
た
。
暇
も
な
し
、
根
気
も
な

し
、
殊
に
…
…
こ
れ
は
後
で
い
ふ
こ
と
に
す
る
。
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
読

み
そ
こ
な
ひ
、
解
り
損
ひ
、
時
に
感
じ
損
ひ
が
多
か
ら
う
と
思
ふ
。
僕
は
常

に
、
佳
い
脚
本
な
ら
五
度
く
ら
ゐ
読
ま
な
け
れ
ば
ほ
ん
と
の
味
が
出
て
来
な

い
も
の
と
思
つ
て
ゐ
る
。
も
つ
と
も
さ
う
い
ふ
脚
本
は
、
一
度
読
ん
だ
時
に
、

は
ゝ
あ
、
こ
い
つ
は
た
ゞ
も
の
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
か
ぎ
だ
せ
る
。

　
第
三
に
、
一
二
ペ
ー
ヂ
読
ん
で
、
付
い
て
行
け
な
い
と
思
つ
た
も
の
は
　

　
さ
う
い
ふ
経
験
を
だ
れ
で
も
有
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
　
　
一
ペ
ー
ヂ

づ
ゝ
、
時
に
は
四
ペ
ー
ヂ
づ
ゝ
飛
ば
し
て
読
ん
だ
。
そ
れ
で
解
る
こ
と
だ
け

は
解
る
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
そ
れ
だ
け
で
、
そ
の
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
悪
い
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か
な
ん
て
い
ふ
こ
と
は
い
は
な
い
方
が
い
ゝ
。

　
そ
こ
で
結
局
、
僕
の
き
ま
ぐ
れ
な
印
象
記
は
い
は
ゆ
る
批
評
家
の
批
評
に

は
な
ら
ず
と
も
、
一
読
者
の
声
と
し
て
、
同
じ
作
品
を
読
ん
だ
人
達
の
「
話

相
手
」
に
な
れ
ば
そ
れ
で
い
ゝ
の
で
あ
る
。

　
先
づ
創
刊
の
「
演
劇
新
潮
」
で
は
藤
井
真
澄
氏
の
「
雷
雨
」
を
読
ん
だ
。

仲
々
芝
居
を
や
つ
て
ゐ
る
。
昔
の
壮
士
芝
居
を
思
ひ
だ
さ
せ
る
場
面
が
あ
り

ま
す
ね
。
こ
れ
が
大
衆
劇
と
い
ふ
ん
で
せ
う
。
な
る
ほ
ど
大
衆
に
は
受
け
さ

う
だ
。
ま
た
「
人
を
の
ろ
へ
ば
穴
二
つ
」
と
い
ふ
教
訓
も
含
ん
で
ゐ
て
、
カ

フ
エ
ー
な
ど
に
出
入
す
る
不
良
青
年
少
女
を
戒
め
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

藤
井
氏
年
来
の
主
張
を
裏
切
ら
な
い
作
品
で
あ
る
。
従
つ
て
同
氏
の
も
の
と

し
て
は
佳
作
に
属
す
べ
き
も
の
で
せ
う
。
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つ
ぎ
に
高
田
保
氏
の
苦
心
に
な
る
新
劇
雑
誌
「
テ
ア
ト
ル
」
　
　
こ
れ
で

は
金
子
洋
文
氏
作
「
牝
鶏
」
を
拝
見
し
た
。
例
に
よ
つ
て
「
は
つ
ら
つ
た
る

野
趣
」
に
富
む
戯
曲
で
あ
る
。
た
ゞ
、
人
物
の
心
理
的
発
展
が
や
ゝ
機
械
的

で
、
し
か
も
、
そ
の
機
械
的
な
こ
と
が
割
合
に
喜
劇
的
効
果
を
助
け
て
ゐ
な

い
憾
み
が
あ
る
。
恐
ら
く
観
察
の
狂
ひ
で
あ
ら
う
。
最
後
に
、
娘
の
方
に
ま

で
卵
を
こ
し
ら
へ
さ
せ
る
、
と
は
ち
と
あ﹅
く﹅
ど﹅
く
は
な
い
か
。
こ
れ
は
必
ず

し
も
趣
味
の
問
題
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
が
、
金
子
君
、
ど
う
で
す
。
こ
れ

を
読
み
終
つ
た
時
、
ふ
と
同
君
の
名
作
「
盗
電
」
の
美
し
い
場
面
を
思
ひ
だ

し
た
。

　
鈴
木
善
太
郎
氏
の
雑
誌
「
劇
場
」
は
、
同
氏
の
作
「
東
京
の
眠
る
町
」
を

掲
載
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
新
時
代
の
生
活
だ
。
少
く
と
も
、
戯
曲
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に
取
り
い
れ
ら
れ
た
あ
る
新
時
代
の
生
活
だ
。
但
し
、
作
者
が
比
較
的
そ
の

新
時
代
を
軽
く
取
扱
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
の
は
ど
う
し
た
も
の
か
。
軽

く
取
扱
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
は
、
も
う
一
歩
先
に
も
う
少
し
「
精
神
的
な

事
件
」
が
あ
る
、
そ
れ
を
作
者
は
顧
み
な
い
で
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
者
の
住
ん
で
ゐ
る
世
界
は
、
「
新
し
い
演
劇
」

を
生
む
一
つ
の
世
界
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
を
何
よ
り
も
尊
く
思
ふ
。

　
井
東
憲
氏
の
「
貞
操
を
」
　
　
同
じ
雑
誌
に
載
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
今
日

ま
で
つ
い
う
つ
か
り
し
て
ゐ
て
読
ま
な
か
つ
た
。
佳
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
同
人
雑
誌
「
青
空
」
で
は
飯
島
正
氏
の
「
海
浜
挿
話
」
を
読
ん
だ
が
、
活

字
が
悪
い
の
で
印
象
を
め
ち
や
〳
〵
に
さ
れ
た
。
作
中
の
人
物
が
、
あ
の
活
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字
の
や
う
な
形
に
見
え
て
し
や
う
が
な
か
つ
た
。
そ
れ
が
若
し
作
者
の
好
む

ら
し
い
マ
リ
ヴ
オ
ー
ダ
ア
ジ
ユ
と
一
致
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
結
構
で
あ
る
。

　
同
じ
く
小
冊
子
「
街
」
の
一
角
に
見
た
「
ト
ロ
イ
の
木
馬
」
は
注
目
す
べ

き
作
品
で
あ
る
。
作
者
坪
田
勝
氏
が
、
た
ゞ
形
式
上
の
新
味
を
見
せ
よ
う
と

し
た
の
な
ら
、
必
ず
し
も
感
服
は
で
き
な
い
が
、
全
篇
を
あ
の
独
白
で
貫
ぬ

く
た
め
に
、
人
物
の
心
理
的
リ
ズ
ム
に
適
度
の
テ
ン
ポ
を
与
へ
、
感
情
の
飛

躍
を
鮮
や
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
ゐ
る
手
並
は
、
た
し
か
に
非
凡
で
あ
る
。

殊
に
、
こ
の
特
殊
な
形
式
が
要
求
す
る
文
体
の
上
に
、
十
分
の
用
意
を
加
へ

て
、
立
派
な
劇
的
効
果
を
収
め
得
た
こ
と
は
正
に
推
賞
に
値
ひ
す
る
。
こ
の

人
は
劇
作
家
で
あ
る
。
し
か
も
有
望
な
劇
作
家
で
あ
る
。

　
幕
切
に
女
が
箱
の
中
か
ら
何
を
探
さ
う
と
し
て
ゐ
る
の
か
、
は
つ
き
り
わ
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か
ら
せ
な
い
と
こ
ろ
大
い
に
よ
し
。

「
主
潮
」
同
人
樋
口
正
文
氏
の
戯
曲
批
評
は
こ
れ
ま
で
ち
よ
い
ち
よ
い
読
ん

だ
。
作
品
を
読
む
の
は
た
し
か
今
度
が
始
め
て
ゞ
あ
る
。
「
開
演
中
」
は
な

る
ほ
ど
、
批
評
家
の
作
品
ら
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
づ
く
は
な
い
、
殊
に
、

そ﹅
つ﹅
が
な
い
。
こ
れ
も
「
新
時
代
の
犠
牲
」
を
ゑ
が
い
て
ゐ
る
。
が
、
危
い

か
な
、
作
者
自
身
も
そ
の
一
人
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。

「
塔
」
の
本
庄
桂
介
氏
は
即
興
曲
「
小
春
日
和
」
に
お
い
て
あ
る
夫
婦
の
生

活
を
描
き
、
才
筆
侮
る
べ
か
ら
ず
、
た
ゞ
こ
の
種
の
題
材
を
生
か
す
た
め
の

観
察
の
鋭
さ
が
な
い
。
そ
し
て
殊
に
心
境
の
清
ら
か
さ
に
欠
け
て
ゐ
る
。

「
錬
金
道
士
」
の
岩
瀬
虎
治
氏
は
「
生
き
る
日
」
に
お
い
て
、
文
科
大
学
生

気
質
の
一
面
を
描
い
て
ゐ
る
。
文
科
大
学
生
な
ら
ば
た
れ
で
も
書
け
る
程
度
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の
も
の
。
こ
れ
は
侮
つ
て
い
ふ
の
で
は
な
い
、
何
か
し
ら
光
つ
た
も
の
を
特

に
こ
の
作
者
に
求
め
る
。

　
ぼ
く
は
高
田
保
氏
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
「
虚
無
思
想
」
と

い
ふ
気
味
の
悪
い
雑
誌
に
ア
レ
ゴ
リ
イ
の
一
幕
「
人
生
」
を
見
だ
し
た
が
、

こ
の
高
田
氏
の
五
分
間
喜
劇
は
僕
を
一
寸
考
へ
さ
せ
た
。
即
ち
、
こ
の
題
材

な
ら
、
大
概
の
人
は
二
三
十
枚
に
書
く
。
そ
れ
を
四
五
枚
に
圧
さ
く
し
た
所
、

さ
す
が
高
田
氏
だ
と
思
ふ
が
、
「
人
生
」
と
い
ふ
標
題
の
手
前
、
よ
り
大
な

る
哲
学
的
勇
気
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
一
篇
の
ソ
ン
ネ
に
縮
め
て
欲
し
か
つ
た
。

「
文
芸
春
秋
」
唯
一
の
戯
曲
、
長
与
善
郎
氏
作
「
武
蔵
と
卜
伝
」
は
僕
の
興

味
を
ひ
い
た
唯
一
の
チ
ヨ
ン
ま
げ
劇
で
あ
る
。
こ
の
作
、
必
ず
し
も
面
白
い
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わ
け
で
は
な
い
が
、
か
う
い
ふ
題
材
は
と
か
く
常
識
的
興
味
の
持
ち
方
に
陥

る
も
の
で
あ
る
の
に
、
こ
の
作
者
は
、
こ
れ
に
作
者
の
朗
ら
か
な
主
観
を
与

へ
て
ゐ
る
。
作
者
が
、
こ
の
作
品
に
与
へ
よ
う
と
し
た
「
意
味
」
は
、
さ
ほ

ど
僕
の
感
興
を
そ
ゝ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
見
、
大
ま
か
に
見
え
る
手
法

の
う
ち
に
武
者
小
路
氏
な
ど
と
違
つ
て
、
十
分
芸
術
家
ら
し
い
神
経
を
働
か

せ
、
常
に
完
成
に
向
つ
て
謙
虚
な
努
力
を
続
け
て
ゐ
る
作
者
に
、
僕
は
敬
意

を
捧
げ
る
。

「
新
小
説
」
に
は
秋
田
雨
雀
氏
の
「
先
生
抹
殺
」
と
題
す
る
フ
ア
ル
ス
が
あ

る
。
か
う
い
ふ
も
の
は
、
読
む
時
次
第
で
、
を
か
し
く
も
あ
り
、
を
か
し
く

も
な
い
。
僕
が
読
ん
だ
時
は
、
を
か
し
く
な
か
つ
た
。
「
を
か
し
く
な
い
と

い
ふ
気
持
」
は
、
変
な
気
持
で
あ
る
。
「
笑
へ
な
い
気
持
」
と
も
違
ふ
。
こ
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の
作
者
は
喜
劇
を
書
く
べ
く
あ
ま
り
に
何
か
を
信
じ
過
ぎ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

　
が
、
こ
れ
と
は
ま
た
違
つ
た
意
味
で
「
中
央
公
論
」
所
載
長
谷
川
如
是
閑

氏
の
「
根
管
充
填
」
と
い
ふ
喜
劇
も
「
を
か
し
く
な
い
喜
劇
」
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
方
は
、
を
か
し
く
な
い
の
み
な
ら
ず
、
読
む
の
に
や
ゝ
苦
痛
を
覚

え
た
。
変
な
芸
術
家
気
取
り
が
な
い
だ
け
に
、
そ
の
苦
痛
も
倉
田
百
三
氏
の

「
赤
い
霊
魂
」
（
改
造
）
を
読
む
時
ほ
ど
堪
へ
難
い
も
の
で
は
な
い
。
殊
に

前
者
の
道
楽
気
は
後
者
の
真
剣
味
よ
り
も
僕
に
は
親
し
み
が
持
て
る
。
前
者

は
と
も
か
く
読
了
し
、
後
者
は
中
途
で
失
敬
し
た
所
以
で
あ
る
。
「
赤
い
霊

魂
」
の
作
者
は
真
面
目
に
何
か
を
考
へ
て
ゐ
る
人
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
を
人
に
伝
へ
る
た
め
に
は
、
も
つ
と
便
利
な
方
法
が

あ
り
は
し
な
い
か
。
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武
者
小
路
実
篤
氏
も
や
ゝ
こ
れ
に
似
た
作
家
で
あ
る
。
こ
の
種
の
作
家
は

概
し
て
筆
を
惜
し
む
こ
と
を
知
ら
な
い
。
「
女
性
」
に
「
夢
の
国
」
を
、

「
改
造
」
に
「
あ
る
物
語
」
を
、
「
中
央
公
論
」
に
「
出
鱈
目
」
を
発
表
し

て
ゐ
る
。
こ
の
人
は
た
し
か
に
不
思
議
な
存
在
だ
。
み
ん
な
が
、
み
ん
な
の

た
め
に
な
る
や
う
な
社
会
を
夢
想
し
て
ゐ
る
時
に
、
こ
の
人
は
、
自
分
だ
け

の
気
に
い
る
や
う
な
世
界
を
夢
想
し
て
ゐ
る
。
「
夢
の
国
」
は
何
と
キ
ザ
な

人
間
の
寄
り
集
ま
り
だ
ら
う
。
負
け
て
も
腹
を
立
て
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
見

せ
る
た
め
に
の
み
角
力
を
取
る
男
達
が
ゐ
る
。
そ
こ
へ
ま
た
「
殺
さ
れ
る
の

は
沢
山
」
で
「
死
ぬ
の
は
困
る
」
男
が
、
「
う
ぬ
ぼ
れ
も
な
い
こ
と
は
な
い

が
、
あ
ま
り
見
よ
い
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
、
け
ん
そ
ん
し
て
見
た
り
す
る
。

王
様
と
呼
ば
れ
る
男
の
、
貴
族
的
平
民
振
り
は
ま
あ
い
ゝ
と
し
て
、
か
う
、
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め
い
〳
〵
が
、
自
分
の
上
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
人
の
注
意
を
始
終
意
識
し
て

ゐ
る
こ
と
は
や
り
き
れ
な
い
。
自
分
の
い
ふ
こ
と
は
何
で
も
人
が
感
心
し
て

聴
く
と
思
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
人
物
そ
れ
／
″
＼
の
思
ひ
上
り
方
も
鼻
に
つ
く
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
、
作
者
は
、
如
何
な
る
眼
を
も
つ
て
視
て
ゐ
る
か
。

友
情
と
せ
ん
望
の
眼
を
も
つ
て
見
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
作
者
の
、
単
純
に
し

て
寛
大
な
批
評
が
あ
る
。
こ
の
寛
大
さ
は
、
た
し
か
に
人
を
打
つ
も
の
で
あ

る
。
作
中
の
人
物
は
、
何
れ
も
人
間
の
醜
さ
を
覆
ふ
た
め
に
、
同
じ
く
醜
い

人
間
と
な
つ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
丁
度
、
さ﹅
る﹅
が
盗
ん
だ
果
物
を
後
へ
か

く
し
て
逃
げ
る
や
う
な
罪
の
無
さ
に
よ
つ
て
、
人
の
心
を
和
げ
る
。
た
ゞ
こ

の
効
果
は
、
憾
む
ら
く
は
作
者
の
企
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、

わ
れ
わ
れ
の
興
味
は
、
常
に
作
品
を
離
れ
て
作
者
に
の
み
向
は
う
と
す
る
。
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「
あ
る
物
語
」
と
「
出
鱈
目
」
は
取
り
立
て
ゝ
い
ふ
べ
き
ほ
ど
の
も
の
で
は

な
い
。

　
序
に
い
つ
て
置
く
が
、
こ
の
作
家
は
も
つ
と
も
芸
術
家
的
な
魂
を
持
つ
て

ゐ
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
作
家
は
、
も
つ
と
も
芸
術

家
的
な
ら
ざ
る
感
覚
を
も
つ
て
ゐ
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
。

　
里
見
弴
氏
は
「
女
性
」
に
「
白
扇
の
下
に
」
を
書
き
、
「
改
造
」
に
「
た

の
む
」
を
書
い
て
ゐ
る
。
里
見
氏
の
戯
曲
を
読
む
と
、
何
よ
り
も
、
里
見
氏

か
ら
芝
居
の
話
を
聞
い
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
。
手
に
取
る
や
う
に
舞
台

を
見
せ
て
く
れ
る
。
読
者
は
少
し
の
想
像
力
を
も
働
か
せ
る
余
地
が
な
い
。

と
い
ふ
こ
と
は
、
結
局
戯
曲
の
読
者
に
取
つ
て
は
少
々
有
難
迷
惑
で
は
あ
る
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が
、
戯
曲
の
読
め
な
い
読
者
に
取
つ
て
は
こ
の
上
も
な
い
幸
ひ
で
あ
ら
う
。

「
白
扇
の
下
に
」
は
思
ひ
つ
き
だ
け
の
面
白
さ
だ
が
、
「
た
の
む
」
の
方
は
、

そ
れ
以
上
に
、
ふ
ん
ゐ
気
か
ら
来
る
面
白
さ
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
短
い
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、
準
備
説
明
が
長
す
ぎ
る
が
、
そ
の
説
明
の
終
る
と
こ
ろ

か
ら
、
急
に
、
場
面
が
緊
張
し
は
じ
め
る
。
登
場
人
物
は
、
何
れ
も
型
通
り

の
白
せ
り
ふを
し
や
べ
り
つ
ゝ
、
そ
れ
が
活
々
と
動
い
て
ゐ
る
の
は
ど
う
し
た
わ
け

か
。
表
現
の
確
か
さ
は
こ
の
作
者
の
強
味
で
あ
る
。
せ
め
て
こ
の
描
写
力
に
、

応
は
し
い
心
理
解
剖
の
鋭
さ
が
あ
れ
ば
と
思
ふ
。
会
話
の
「
い
き
」
は
流
石

手
に
い
つ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
戯
曲
の
文
体
と
し
て
上
乗
な
も
の

だ
と
は
い
へ
な
い
や
う
に
思
ふ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
言
葉
に
は
陰
影
が
乏
し

い
。
従
つ
て
暗
示
力
が
希
薄
で
あ
る
。
読
者
を
ひ
き
ず
つ
て
は
行
く
が
、
読
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者
の
眼
は
、
作
者
の
忙
し
い
指
先
を
追
つ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
物
の
象
を
見

る
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
れ
も
見
た
、
こ
れ
も
見
た
、
あ
れ
も
面
白
か
つ
た
、

こ
れ
も
面
白
か
つ
た
、
そ
し
て
、
…
…
？
　
そ
れ
だ
け
だ
　
　
と
い
ふ
旅
を

し
た
や
う
で
あ
る
。
一
体
ど
こ
へ
行
つ
た
？
　
　
　
あ
、
そ
れ
や
、
気
が
つ

か
な
か
つ
た
　
　
と
い
ふ
旅
で
あ
る
。
熱
い
国
か
寒
い
国
か
？
　
　
　
忘
れ

た
と
い
ふ
旅
で
あ
る
。
一
寸
変
つ
た
旅
で
は
あ
る
が
、
な
ん
と
話
に
な
ら
ぬ

旅
で
は
な
い
か
。
夢
な
ら
夢
で
ま
た
話
の
し
や
う
も
あ
る
も
の
を
…
…
。

「
助
次
郎
、
す
ぐ
身
を
起
し
、
流
し
も
と
か
ら
、
菜
切
ば
う
丁
を
ぬ
き
持
た

う
と
す
る
が
、
刑
事
に
、
ぐ
い
と
腰
な
は
を
引
か
れ
て
取
り
落
す
。
」
あ
た

り
、
思
は
ず
読
者
の
方
で
浮
腰
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
作
者
の
眼
が
、

割
合
に
物
を
言
つ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
が
さ
び
し
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
為
吉

17



が
徳
利
の
酒
を
湯
の
み
に
注
い
で
、
助
次
郎
の
方
に
差
だ
す
あ
た
り
か
ら
、

今
度
は
、
作
者
が
、
の
そ
〳
〵
と
出
し
や
張
つ
て
来
る
の
が
眼
ざ
は
り
だ
。

要
す
る
に
、
名
小
説
家
里
見
弴
氏
は
、
主
人
公
助
次
郎
の
如
く
、
舞
台
と
い

う
腰
な
は
を
つ
け
ら
れ
て
、
足
は
動
い
て
も
手
が
だ
せ
な
い
状
態
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
同
氏
の
小
説
を
読
ん
で
御
覧
な
さ
い
。
僅
五
六
行
の
会

話
の
一
節
で
さ
へ
陰
影
と
暗
示
に
富
む
好
個
の
劇
的
場
面
を
見
せ
て
ゐ
る
で

は
な
い
か
。
あ
れ
が
あ
の
ま
ゝ
、
な
ぜ
戯
曲
に
な
ら
な
い
も
の
か
。

「
改
造
」
は
新
進
池
谷
信
三
郎
氏
の
「
帰
り
を
待
つ
人
々
」
を
紹
介
し
た
。

相
当
の
期
待
を
も
つ
て
読
ん
だ
が
、
果
し
て
コ
ン
ポ
ジ
シ
ヨ
ン
の
上
に
大
胆

な
新
味
を
見
せ
て
ゐ
る
。
と
、
思
ひ
な
が
ら
読
ん
で
ゐ
る
う
ち
に
、
部
分
部

分
の
技
巧
は
寧
ろ
一
種
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
堕
し
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
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各
種
の
人
物
を
対
立
さ
せ
て
、
断
片
的
な 

幻  

象 

イ
メ
ー
ジ

の
交
錯
を
企
図
し
、
そ
こ

か
ら
コ
ン
チ
エ
ル
ト
に
見
る
効
果
を
心
理
的
に
誘
致
し
よ
う
と
し
た
作
者
の

野
心
は
、
僕
の
尊
敬
お
く
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
幻
象
の
、
そ

の
心
理
的
ノ
ー
ト
の
不
統
一
と
不
確
か
さ
と
が
、
惜
む
ら
く
は
、
全
篇
の
印

象
を
支
離
滅
裂
な
も
の
に
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
僕
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、

作
者
は
、
第
一
に
言
葉
の
選
択
を
誤
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
言
ひ
方
が
わ
る
け
れ

ば
、
言
葉
そ
の
も
の
の
好
悪
に
と
ら
は
れ
過
ぎ
て
魂
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ

と
を
忘
れ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
た
め
に
、
人
物
そ
れ
／
″
＼
の
色
彩
か
ら

「
絵
画
的
リ
ズ
ム
」
を
さ
へ
引
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
こ
の
種
の
舞

台
に
、
そ
れ
を
欠
く
こ
と
は
致
命
的
な
痛
手
で
あ
る
。
作
者
は
、
恐
ら
く
、

人
物
の
幾
人
か
を
し
て
故
こ
と
さら
に
空
虚
な
、
大
げ
さ
な
言
葉
を
語
ら
せ
て
、
そ
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の
言
葉
の
裏
か
ら
、
間
か
ら
「
あ
る
も
の
」
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ

ら
う
。
そ
の
「
あ
る
も
の
」
を
、
作
者
は
、
一
体
、
は
つ
き
り
見
て
ゐ
る
の

だ
ら
う
か
。
僕
の
疑
問
は
そ
こ
に
あ
る
。
芸
術
的
危
機
に
立
つ
こ
の
作
者
の

再
考
を
求
め
た
い
。

　
色
調
と
時
代
的
意
識
の
差
こ
そ
あ
れ
、
つ
と
に
「
帰
り
を
待
つ
人
々
」
の

手
法
を
さ
り
げ
な
く
取
り
い
れ
て
、
見
事
成
功
し
て
ゐ
る
作
家
に
久
保
田
万

太
郎
氏
が
あ
る
。
曾
て
「
月
夜
」
を
書
き
、
今
ま
た
「
通
り
雨
」
を
書
い
て

い
つ
も
な
が
ら
の
腕
の
さ
え
を
示
し
て
ゐ
る
。
久
保
田
氏
は
、
何
よ
り
も

「
あ
い
さ
つ
の
詩
人
」
で
あ
る
。

　
　
…
…
（
急
に
）
お
さ
き
へ
失
礼
い
た
し
ま
す
。
　
　
（
不
意
を
食
つ
た
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か
た
ち
に
）
お
か
へ
り
で
す
か
？
　
　
　
へ
え
。
　
　
い
ゝ
ぢ
や
あ
り

　
　
ま
せ
ん
か
、
ま
ア
。
　
　
も
う
少
し
…
…
。
　
　
へ
え
、
有
難
う
ご
ざ

　
　
い
ま
す
。
　
　
一
寸
こ
れ
か
ら
、
わ
き
へ
一
け
ん
寄
つ
て
ま
ゐ
り
ま
す

　
　
か
ら
…
…
。
　
　
さ
う
で
す
か
。
　
　
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
い
づ
れ
改
め
て
う
か
ゞ
ひ
ま
す
。
　
　
ど
う
ぞ
お
宅
へ
よ
ろ
し
く

　
　
被
仰
つ
て
下
さ
い
。
　
　
お
そ
れ
入
り
ま
す
。
　
　
い
え
、
も
う
、
子

　
　
供
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
…
…
。
　
　
（
し
み
じ
み
）
さ
ぞ
、

　
　
し
か
し
、
お
内
儀
さ
ん
が
お
力
落
し
で
せ
う
。
　
　
…
…
。
　
　
ち
や

　
　
う
ど
、
い
ま
、
可
愛
さ
ざ
か
り
で
…
…
。
　
　
（
し
み
じ
み
）
全
く
死

　
　
ぬ
子
眉
目
よ
し
だ
。
（
間
）
　
　
で
は
、
御
免
下
さ
い
ま
し
。
（
榎
本

　
　
と
岩
井
屋
に
）
ど
う
ぞ
ご
ゆ
つ
く
り
…
…
。
　
　
ど
う
も
こ
れ
は
…
…
。
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そ
の
う
ち
、
ま
た
、
御
邪
魔
に
出
ま
す
。
　
　
ど
う
ぞ
…
…
。
ぢ

　
　
や
ア
御
免
な
さ
い
。
　
　
御
免
を
…
…
。

　
こ
れ
が
、
　
　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
読
ん
だ
の
で
は
わ
か
る
ま
い
が
　
　

決
し
て
あ
い
さ
つ
の
た
め
の
あ
い
さ
つ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
今
頃
、
こ
ん

な
こ
と
に
感
心
し
て
ゐ
る
と
、
作
者
に
叱
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
久
保

田
氏
で
な
け
れ
ば
弾
け
な
い
一
種
の
ハ
ル
プ
を
、
僕
は
昔
か
ら
聴
く
の
が
好

き
だ
。
同
じ
も
の
ば
か
り
弾
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
非
難
は
非
難
に
な
ら
な
い
。

同
じ
ハ
ル
プ
で
も
弾
く
た
び
に
曲
が
違
ふ
。
た
ゞ
久
保
田
氏
は
、
三
味
線
で

「
汽
笛
一
声
」
を
弾
く
芸
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
大
正
琴
で
…

…
お
つ
と
、
こ
れ
は
余
計
な
こ
と
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
久
保
田
氏
の
好
ん
で
取
扱
ふ
主
題
は
、
滅
び
行
く
世
紀
の
相
す
が
た
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と
、
そ
れ
に
ま
つ
は
る
特
殊
な
文
化
の
名
残
で
あ
る
。
そ
の
態
度
が
勢
ひ
懐

古
的
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
作
家
も
あ
つ
て
い
ゝ
で
は
な
い

か
。
し
か
も
、
あ
わ
た
ゞ
し
い
流
行
の
推
移
を
よ
そ
に
静
か
な
（
少
く
と
も

表
面
は
）
過
去
の
ロ
マ
ン
ス
を
歌
ひ
続
け
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
見
え
る
作
者

　
　
こ
の
作
者
こ
そ
、
現
代
日
本
の
劇
作
家
中
、
も
つ
と
も
、
歌
舞
伎
劇
の

伝
統
か
ら
離
れ
て
本
質
的
に
西
欧
の
戯
曲
美
を
摂
取
し
た
劇
作
家
の
一
人
で

あ
る
こ
と
は
、
寧
ろ
皮
肉
と
い
ふ
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
佐
藤
春
夫
氏
の
発
表
さ
れ
る
戯
曲
を
、
僕
は
待
ち
わ
び
て
ゐ
る
も
の
ゝ
一

人
で
あ
る
。
今
日
ま
で
、
特
に
佐
藤
氏
が
優
れ
た
戯
曲
作
家
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
作
品
は
一
二
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
、
僕
は
早
晩
同
氏
の
手
か
ら
、

現
代
日
本
の
も
つ
と
も
光
輝
あ
る
劇
的
作
品
が
生
れ
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
期
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待
し
て
ゐ
る
。
「
中
央
公
論
」
の
「
巣
父
犢
こ
う
しに
飲
み
づ
かふ
」
は
、
遺
憾
な
が
ら
、

戯
曲
と
し
て
は
未
完
成
作
品
で
あ
る
。
殊
に
作
者
が
若
し
こ
れ
を
も
つ
て
、

東
洋
流
の
隠
と
ん
的
哲
学
を
賛
美
す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
僕
は
、
青

年
作
家
佐
藤
氏
の
た
め
に
、
や
ゝ
心
暗
き
を
覚
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
は
、
あ
く
ま
で
も
絶
対
的
見
地
か
ら
で
あ
る
。
「
巣
父
犢
に
飲
ふ
」
の
一

幕
は
、
片
々
た
る
世
上
の
商
品
的
小
説
戯
曲
の
類
と
同
列
に
置
く
べ
き
も
の

で
は
な
い
。
創
作
の
動
機
は
、
よ
し
、
多
少
楽
屋
落
的
で
あ
ら
う
と
も
。

　
さ
て
、
こ
れ
く
ら
ゐ
で
や
め
て
置
か
う
と
思
ふ
が
、
た
ま
〳
〵
眼
に
触
れ

た
一
篇
の
作
品
を
基
礎
に
し
て
も
の
を
言
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
日
頃
そ
の
作

家
に
対
し
て
抱
い
て
ゐ
る
敬
意
を
さ
へ
十
分
に
の
べ
得
な
か
つ
た
憾
み
が
あ
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る
。
が
、
こ
れ
は
果
し
て
次
の
機
会
に
埋
合
せ
が
で
き
る
か
ど
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
い
よ
〳
〵
最
後
に
結
論
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
僕
は
、
第
一
に
、

こ
の
仕
事
か
ら
、
偶
然
で
は
あ
る
が
、
一
人
の
、
未
だ
世
に
知
ら
れ
ざ
る
才

能
を
発
見
し
得
た
こ
と
を
悦
ぶ
も
の
で
あ
る
。
「
街
」
の
同
人
、
坪
田
勝
氏

こ
そ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
が
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
劇
作
家
で
あ
ら
う
。

　
然
し
な
が
ら
、
僕
の
望
ん
で
ゐ
た
も
の
が
、
坪
田
氏
に
よ
つ
て
い
く
ら
か

充
た
さ
れ
は
し
た
も
の
ゝ
、
「
ト
ロ
イ
の
木
馬
」
一
篇
が
、
僕
の
求
め
て
ゐ

た
戯
曲
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
ひ
切
れ
な
い
。
僕
の
勝
手
な
注
文
が
許
し

て
も
ら
へ
る
な
ら
、
坪
田
勝
氏
の
「
言
葉
」
を
も
つ
て
、
川
端
康
成
氏
の

「
第
四
短
篇
集
」
（
文
芸
春
秋
）
が
戯
曲
化
さ
れ
た
時
、
僕
は
、
無
条
件
に
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頭
を
下
る
。

　
な
ほ
、
こ
れ
は
命
ぜ
ら
れ
た
仕
事
の
範
囲
を
超
え
る
や
う
だ
が
、
文
芸
時

代
で
稲
垣
足
穂
氏
の
「
ち
よ
い
ち
よ
い
日
記
」
と
い
ふ
小
説
を
読
ん
で
感
心

し
た
。
感
心
し
た
ゞ
け
で
な
く
、
一
寸
し
た
発
見
を
さ
へ
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
は
ち
、
稲
垣
氏
は
、
立
派
に
戯
曲
の
書
け
る
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
を
。
あ

の
会
話
が
生
み
だ
す
ユ
ニ
ツ
ク
な
劇
的
シ
イ
ン
を
見
給
へ
。
一
疑
問
符
の
か

も
し
だ
す 

幻  

象 

イ
メ
ー
ジ

の
深
さ
を
見
給
へ
。
し
か
し
こ
れ
は
、
一
寸
し
た
発
見
に

過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
稲
垣
氏
に
何
も
の
を
も
加
へ
る
こ
と
に
な

ら
な
い
で
あ
ら
う
か
ら
。

　
連
日
、
傍
若
無
人
な
言
辞
を
ろ
う
し
て
、
他
人
の
作
品
を
褒
め
た
り
け
な

し
た
り
し
た
男
が
、
事
も
あ
ら
う
に
、
同
じ
月
の
「
女
性
」
所
載
「
葉
桜
」
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の
作
者
で
あ
る
こ
と
は
誠
に
も
つ
て
笑
止
千
万
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
泣

い
て
馬
謖
を
斬
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
ま
た
、
あ
ま
り
に
芝

居
が
過
ぎ
る
と
の
非
難
も
あ
ら
う
。
よ
つ
て
、
畏
友
Ｔ
君
を
し
て
い
は
し
め

る
　
　
あ
の
母
親
は
、
男
性
的
な
女
性
だ
と
い
ふ
よ
り
も
、
女
性
的
な
男
性

だ
ね
。
そ
れ
か
ら
、
幕
切
れ
は
、
も
つ
と
、
ス
ト
イ
ツ
ク
な
幕
切
れ
で
あ
つ

て
欲
し
い
ね
。
娘
が
泣
き
崩
れ
る
の
は
困
る
ね
。
　
　
こ
と
／
″
＼
く
賛
成

で
あ
る
。

　
か
う
し
て
見
る
と
、
月
々
如
何
に
多
く
の
小
戯
曲
が
、
生
れ
て
は
消
え
、

生
れ
て
は
消
え
し
て
ゐ
る
こ
と
だ
ら
う
。
自
分
の
書
い
た
戯
曲
が
永
久
に
舞

台
に
上
ら
な
い
こ
と
を
知
り
つ
ゝ
、
平
然
と
戯
曲
を
書
き
続
け
て
ゐ
る
一
群

の
若
き
作
家
が
あ
る
こ
と
を
も
、
世
人
は
知
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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