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関
口
次
郎
君
の
第
二
戯
曲
集
が
出
た
。

　
目
次
に
関
係
な
く
、
作
品
の
出
来
栄
え
か
ら
、
と
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
、
僕
の
好
み
か
ら
本
書
に
収
め

ら
れ
た
九
篇
の
戯
曲
に
等
級
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
先
づ
左
の
如
く
で
あ
ら
う
。

　
　
秋
の
終
り

　
　
女
優
宣
伝
業

　
　
鴉

　
　
乞
食
と
夢

　
　
勝
者
被
勝
者

　
　
真
夜
中

　
　
彼
等
の
平
和

　
　
夜

　
　
女
と
男

　
此
の
等
級
の
つ
け
方
に
、
作
者
は
或
は
不
服
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
ゝ
の
だ
。
僕
は
、
関
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口
君
の
特
質
が
最
も
高
く
発
揮
さ
れ
た
作
品
で
な
け
れ
ば
、
寧
ろ
、
彼
に
幾
分
欠
け
て
ゐ
る
も
の
、
或
は
、

彼
が
常
に
求
め
て
ゐ
る
も
の
を
、
勇
敢
に
そ
の
中
に
取
り
入
れ
、
執
拗
に
之
を
追
ひ
ま
わ
し
て
ゐ
る
作
品

に
多
大
の
興
味
を
惹
か
れ
る
の
で
あ
る
。

『
秋
の
終
り
』
は
関
口
君
の
云
は
ゞ
本
領
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本
領
た
る
モ
ー
ラ
ル
・
セ
ン
ス
の
批

判
が
最
も
清
澄
な
表
現
に
達
し
、
一
脈
の
詩
味
を
さ
へ
湛
へ
て
、
渾
然
た
る
芸
術
的
完
成
を
示
し
て
ゐ
る
。

そ
の
手
堅
い
写
実
的
手
法
を
裏
づ
け
る
し
め
や
か
な
哀
感
は
、
か
の
ヴ
イ
ル
ド
ラ
ツ
ク
の
『
寂
し
い
人
』

の
一
場
面
を
思
は
せ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
こ
れ
は
一
層
切
迫
し
た
呼
吸
使
ひ
を
感
じ
さ
せ
る
点
に
於
て
、

作
者
の
神
経
が
尖
つ
て
ゐ
る
と
云
ひ
得
る
だ
ら
う
。
勿
論
、
此
の
主
人
公
は
肺
を
病
む
文
学
者
で
あ
る
。

身
辺
の
蕭
条
を
感
じ
る
程
度
に
於
て
何
程
か
の
違
ひ
は
あ
ら
う
。
し
か
も
、
此
の
作
者
は
、
故
ら
、
そ
の

苦
悶
を
外
面
に
爆
発
さ
せ
て
ゐ
る
。
此
の
一
点
で
、
僕
は
、
少
し
云
ひ
分
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
関
口
君
は
、
独
逸
文
学
の
専
攻
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
甚
だ
平
明
な
考
へ
方
を
好

ん
で
ゐ
る
。
従
つ
て
、
読
者
の
理
解
を
困
難
に
す
る
や
う
な
一
切
の
物
の
言
ひ
方
を
避
け
て
ゐ
る
ら
し
く

見
え
る
。
そ
の
為
に
、
ど
う
か
す
る
と
却
つ
て
、
理
に
落
ち
る
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
い
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が
、
そ
の
代
り
、
よ
く
わ
れ
わ
れ
未
熟
な
作
者
ど
も
が
陥
る
か
の
接
合
点
や
、
思
は
せ
ぶ
り
が
な
く
て
頗

る
よ
い
。

『
秋
の
終
り
』
一
篇
が
代
表
す
る
関
口
君
は
、
当
に
思
想
的
に
云
ふ
と
こ
ろ
の
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
虚

偽
と
、
我
慾
と
、
暴
虐
に
対
す
る
人
間
本
性
の
声
に
絶
え
ず
つ
ゝ
ま
し
く
耳
を
傾
け
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
ま
た
因
襲
的
道
徳
に
対
す
る
反
抗
で
あ
り
、
罰
せ
ら
れ
ざ
る
罪
悪
に
対
す
る
良
心
の
眼
く
ば
せ
で

あ
る
。

　
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
た
め
に
は
、
必
ず
理
想
主
義
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
わ
け
は
な
い
。

　
関
口
君
は
、
芸
術
的
に
、
な
ほ
さ
う
で
あ
る
如
く
、
思
想
的
に
も
可
な
り
現
実
主
義
的
色
彩
が
濃
厚
で

あ
る
。
こ
の
色
彩
は
、
同
時
に
彼
の
ペ
シ
ミ
ス
チ
ツ
ク
な
一
面
を
物
語
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
僕
は
、
自
分
が
さ
う
で
あ
る
せ
い
か
、
関
口
君
の
作
品
か
ら
受
け
る
思
想
的
感
銘
に
は
屡
々
顔
を
蔽
ひ

た
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
や
り
き
れ
な
い
と
い
ふ
気
が
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
た
ゞ
、
こ
れ
は
想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、
若
し
関
口
君
に
少
し
で
も
デ
イ
ヤ
ボ
リ
ツ
ク
な
傾
向
が
あ
つ
た

ら
、
そ
れ
こ
そ
、
彼
の
作
品
は
、
恐
ろ
し
い
も
の
に
な
る
だ
ら
う
。
恐
ろ
し
い
　
　
さ
う
だ
、
色
々
の
意

味
で
。
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『
女
優
宣
伝
業
』
は
、
関
口
君
が
最
近
に
拡
張
し
た
芸
術
的
一
領
土
で
あ
る
。

　
尤
も
、
嘗
て
『
青
年
と
強
盗
』
を
書
い
て
、
此
の
野
心
を
示
し
は
し
た
が
、
そ
れ
は
や
ゝ
瀬
踏
み
に
近

い
も
の
で
あ
つ
た
。
然
る
に
、
此
の
『
女
優
宣
伝
業
』
は
な
ほ
此
の
種
の
形
式
に
必
要
な
一
二
の
用
意
は

欠
け
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
兎
も
角
も
、
大
胆
に
、
愉
快
に
、
そ
し
て
見
事
に
、
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し

て
ゐ
る
。

　
由
来
、
笑
劇
（
フ
ア
ア
ス
）
と
い
ふ
も
の
が
、
芸
術
的
作
品
と
し
て
そ
の
新
し
い
評
価
を
得
た
の
は
西

洋
で
も
極
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

　
古
く
は
『
代
言
人
パ
ト
ラ
ン
』
下
つ
て
、
シ
エ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
、
モ
リ
エ
ー
ル
な
ど
の
作
品
中
、
笑
劇

と
云
へ
ば
、
問
題
の
外
に
さ
れ
て
ゐ
た
時
代
が
あ
つ
た
。
然
る
に
、
近
代
に
至
つ
て
、
フ
ア
ア
ス
は
立
派

に
、
悲
劇
、
喜
劇
と
並
ん
で
、
劇
文
学
の
一
分
野
を
占
め
、
ク
ロ
ム
ラ
ン
ク
の
『
堂
々
と
妻
を
寝
取
ら
れ

る
男
』
の
如
き
は
、
大
戦
後
欧
洲
の
劇
界
に
、
し
か
も
、
先
駆
的
劇
壇
に
於
て
、
文
字
通
り
一
大
セ
ン
セ

イ
シ
ヨ
ン
を
惹
起
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
わ
が
国
に
於
て
も
、
早
晩
、
フ
ア
ア
ス
の
鑑
賞
眼
が
高
め
ら
れ
、
優
れ
た
フ
ア
ア
ス
作
家
が
現
は
れ
て

来
る
だ
ら
う
が
、
さ
う
い
ふ
時
代
に
先
行
し
て
、
わ
が
関
口
次
郎
君
が
、
純
粋
な
笑
劇
に
手
を
染
め
、
可
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な
り
の
成
功
を
収
め
た
こ
と
は
、
正
に
特
筆
す
べ
き
事
件
で
あ
る
。

　
昨
年
新
劇
協
会
が
帝
劇
の
舞
台
に
か
け
た
の
を
機
縁
に
、
浅
草
の
大
劇
場
で
も
、
こ
れ
を
上
演
し
て
、

大
に
此
の
作
品
の
ポ
ピ
ユ
ラ
リ
テ
イ
イ
を
証
明
し
た
が
、
公
衆
は
、
た
ゞ
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
つ
て
ば
か
り
ゐ
て
、

作
者
の
云
は
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
果
し
て
耳
に
入
れ
た
か
ど
う
か
。
況
ん
や
、
曾
我
の
家
式
喜
劇
と
断
然

区
別
さ
る
べ
き
一
点
に
敏
感
な
眼
を
向
け
た
か
ど
う
か
。

『
女
優
宣
伝
業
』
　
　
こ
ゝ
で
作
者
は
、
自
ら
進
ん
で
写
実
の
域
を
脱
け
出
さ
う
と
し
た
。
誇
張
と
想
像

と
を
恣
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
僕
は
、
な
ほ
作
者
に
註
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
此
の
種
の
作
品
で
、
も
う

少
し
作
者
は 

論  

理 

ロ
ジ
ツ
ク

を
無
視
し
て
貰
ひ
た
い
こ
と
で
あ
る
。
論
理
的
な
ら
ざ
る
生
命
感
の
摘
出
に
意
を
用

ゐ
て
ほ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
フ
ア
ア
ス
の
行
く
べ
き
道
は
、
単
に
戯
曲
的
諷
刺
の
み
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

寧
ろ
『
必
然
』
に
背
を
向
け
た
フ
ア
ン
テ
ジ
イ
の
高
調
こ
そ
、
近
代
フ
ア
ア
ス
の
精
神
で
あ
る
か
も
わ
か

ら
な
い
。

『
乞
食
と
夢
』
も
亦
、
喜
劇
と
フ
ア
ア
ス
の
間
を
行
く
作
品
で
あ
る
。
一
人
の
乞
食
が
偶
然
出
会
つ
た
盲

目
の
乞
食
に
、
自
分
も
乞
食
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
ず
に
金
を
施
す
の
で
あ
る
が
、
他
人
を
乞
食
扱
ひ
に
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す
る
快
感
を
味
ふ
ひ
ま
も
な
く
、
相
手
の
姿
の
中
に
自
分
自
身
の
姿
を
見
出
し
て
束
の
間
の
夢
を
破
ら
れ

る
と
い
ふ
筋
　
　
こ
れ
は
た
し
か
に
面
白
い
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
か
な
か
纏
め
る
の
に
六
ヶ
敷
い
場

面
だ
。
例
に
よ
つ
て
周
到
な
舞
台
技
巧
が
用
ゐ
ら
れ
、
さ
の
み
淀
み
な
く
筋
が
運
ば
れ
て
は
ゐ
る
が
、
そ

し
て
、
一
応
、
心
理
の
屈
折
は
描
か
れ
て
ゐ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
好
く
な
り
さ
う
だ
と
い
ふ
気
が
す
る
も
の

で
あ
る
。
僕
の
考
へ
で
は
此
の
作
に
現
は
れ
て
来
る
乞
食
は
、
乞
食
の
真
似
を
し
て
ゐ
る
男
に
な
つ
て
ゐ

る
。
そ
れ
よ
り
も
乞
食
な
ら
ば
こ
ん
な
時
に
こ
ん
な
気
持
が
す
る
だ
ら
う
と
い
ふ
、
そ
の
気
持
を
示
す
た

め
に
、
作
者
が
わ
ざ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
云
つ
た
り
、
し
た
り
さ
せ
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

芝
居
と
い
ふ
も
の
は
み
ん
な
ど
れ
で
も
さ
う
だ
と
云
へ
ば
云
へ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
僕
の
望
む
と
こ
ろ

は
、
人
物
が
、
も
つ
と
自
分
で
云
ひ
た
い
こ
と
を
云
ひ
、
し
た
い
こ
と
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
感
じ
を
与
へ

て
欲
し
い
。
此
の
評
は
甚
だ
概
念
的
で
、
特
殊
な
作
家
の
、
特
殊
な
作
品
を
評
す
る
場
合
、
や
ゝ
妥
当
で

な
い
が
、
こ
れ
と
い
ふ
欠
点
を
も
た
な
い
戯
曲
に
対
し
て
、
常
に
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。

『
勝
者
被
勝
者
』
と
『
彼
等
の
平
和
』
は
、
共
に
関
口
君
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
る
所
以
を
悉
く
発
揮
し
て
、

而
も
、
や
ゝ
そ
の
点
に
不
満
を
抱
か
せ
る
作
で
あ
る
。
何
故
か
と
云
へ
ば
、
そ
こ
に
は
、
主
題
が
生
活
か

ら
遊
離
す
る
か
の
『
問
題
劇
』
の
危
ふ
さ
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
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勿
論
、
此
の
二
作
は
、
関
口
君
の
他
の
す
べ
て
の
作
に
於
け
る
と
同
様
、
所
謂
『
テ
ー
マ
』
の
取
扱
ひ

方
に
於
て
、
従
来
の
『
問
題
劇
』
と
云
ふ
型
を
脱
し
、
そ
の
『
テ
ー
マ
』
を
貫
く
正
義
感
も
、
決
し
て
論

議
の
為
の
論
議
と
し
て
現
は
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
殊
に
、
作
者
は
主
張
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
探
究
す
る
立

場
を
守
つ
て
ゐ
る
。
此
の
慎
ま
し
い
態
度
は
、
何
人
に
も
好
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
関
口
君
が
、
当
今
の
劇
作
家
を
通
じ
て
、
殊
に
、
新
進
作
家
の
一
群
中
に
あ
つ
て
、
独
り
戯
曲
の
本
道

を
歩
み
、
将
来
の
大
を
期
待
さ
れ
る
所
以
は
、
恐
ら
く
此
の
種
の
戯
曲
　
　
処
女
作
に
し
て
同
時
に
傑
作

た
る
『
母
親
』
以
来
　
　
に
よ
つ
て
本
格
的
手
法
の
冴
え
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
僕
は
、
作
者
が
自
ら
も
気
が
つ
い
て
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
特
質
の
一
面
が
『
母
親
』
か

ら
『
秋
の
終
り
』
に
至
つ
て
、
更
に
ま
た
『
暁
を
待
つ
』
（
此
の
集
に
は
ひ
つ
て
ゐ
な
い
の
は
残
念
で
あ

る
）
に
至
つ
て
可
な
り
鮮
や
か
に
表
示
さ
れ
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
ず
、
同
じ
傾
向
に
あ
り
と
思
は
れ
る
、

『
勝
者
被
勝
者
』
や
、
『
彼
等
の
平
和
』
に
至
つ
て
、
聊
か
そ
の
輝
き
を
消
し
て
ゐ
る
の
に
気
づ
い
て
、

作
者
の
為
に
惜
し
い
気
が
し
て
ゐ
る
こ
と
を
告
白
し
た
い
。

　
そ
の
特
質
の
一
面
と
は
、
『
心
理
的
詩
趣
』
と
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
同
じ
劇
作
家
に
も
、
様
々
な
特
質
が
あ
つ
て
、
そ
の
特
質
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
発
揮
す
る
魅
力
が
違
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ふ
の
で
あ
る
が
、
関
口
君
は
、
た
し
か
に
、
こ
の
一
面
だ
け
で
も
、
わ
が
国
の
現
代
作
家
中
、
特
異
な
地

位
を
占
む
べ
き
で
あ
る
。
関
口
君
の
作
品
が
、
久
保
田
万
太
郎
氏
の
作
品
に
一
味
相
通
ず
る
と
こ
ろ
の
あ

る
の
は
、
此
の
点
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
さ
う
か
と
云
つ
て
、
関
口
君
が
特
に
此
の
『
心
理
的
詩
趣
』
の
み
を
制
作
の
動
機
と
す
る
時
、
そ
こ
に

は
、
概
し
て
雰
囲
気
の
冷
た
さ
を
残
し
て
ゐ
る
。
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
作
者
の
『
心
』
を
感
じ
さ
せ
な
い
何

も
の
か
ゞ
あ
る
。
『
真
夜
中
』
は
此
の
意
味
に
於
て
、
や
ゝ
失
敗
の
作
た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

　
僕
は
た
ゞ
、
此
の
失
敗
を
、
そ
れ
ほ
ど
作
者
の
為
に
悲
し
ま
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
常
に
安
き
に
つ
く
こ

と
は
若
き
作
家
の
取
る
べ
き
態
度
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
関
口
君
の
如
き
思
慮
深
き
作
家
に
取
つ
て
、

此
の
種
の
作
品
は
、
当
に
一
つ
の
冒
険
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
関
口
君
は
、
こ
ゝ
で
、
そ
の
建
築
家
的
才

能
を
秘
め
て
、
一
途
に
、
未
だ
嘗
つ
て
試
み
な
か
つ
た
画
家
的
手
法
を
採
用
し
、
や
ゝ
色
彩
の
調
和
を
誤

つ
た
形
で
あ
る
。

　
思
ふ
に
、
此
の
評
は
一
部
戯
曲
専
門
家
に
は
容
れ
ら
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
他
の
多
く
の
読
者
に

は
殆
ど
一
顧
だ
に
値
し
な
い
空
論
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
と
い
ふ
わ
け
は
、
此
の
『
真
夜
中
』
は
、
そ
の

人
物
の
配
合
と
、
事
件
の
交
錯
と
に
於
て
、
読
者
の
好
奇
心
を
惹
く
に
充
分
で
あ
り
、
し
か
も
、
多
分
の

ユ
ー
モ
ア
が
作
者
独
特
の
皮
肉
に
交
つ
て
、
わ
け
も
な
く
わ
れ
わ
れ
の
微
笑
を
誘
ふ
か
ら
で
あ
る
。
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喜
劇
小
品
と
銘
う
つ
た
二
個
の
『
十
五
分
劇
』
は
、
何
れ
も
、
作
者
の
皮
肉
屋
た
る
本
性
を
露
骨
に
示

し
た
も
の
で
、
こ
の
皮
肉
は
実
に
、
関
口
君
の
全
作
品
を
通
じ
て
殆
ど
到
る
と
こ
ろ
に
『
尻
尾
』
を
出
し

て
ゐ
る
。

　
な
ぜ
故
ら
に
『
尻
尾
』
を
出
し
て
ゐ
る
か
と
云
ふ
と
、
作
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
此
の
『
皮
肉
』

を
濫
用
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
作
者
の
興
味
が
、
何
物
か
に
向
け
ら
れ
た
瞬
間
、
そ
こ
に
は
、
自
ら
、

皮
肉
の
影
が
映
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
時
と
し
て
、
此
の
皮
肉
の
鞭
を
ふ
る
つ
て
（
此
の
鞭
に
は
、
断

る
ま
で
も
な
く
モ
ラ
ー
ル
の
鈴
が
つ
い
て
ゐ
る
）
作
中
の
あ
る
人
物
を
懲
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
鞭
の

威
力
は
、
大
に
読
者
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
動
も
す
る
と
、
そ
れ
さ
へ
『
ま
あ
ま
あ
』
と
云
ひ

た
く
な
る
時
が
あ
る
。
関
口
君
の
皮
肉
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
、
神
経
的
皮
肉
で
あ
り
、
ア
ナ
ト
オ
ル

・
フ
ラ
ン
ス
流
の
理
智
的
皮
肉
で
は
な
い
。

『
女
と
男
』
で
も
『
夜
』
で
も
、
人
世
の
皮
肉
を
正
面
か
ら
取
扱
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
作
者
自
身
の
皮
肉
が

そ
の
上
に
や
ゝ
容
赦
な
き
嘲
笑
を
浴
せ
か
け
て
ゐ
る
た
め
に
、
そ
の
重
複
が
、
却
つ
て
作
者
の
企
図
し
た

効
果
を
弱
め
て
ゐ
る
憾
み
が
あ
る
。

　
か
う
云
ふ
と
、
関
口
君
は
甚
だ
冷
酷
な
皮
肉
屋
の
や
う
に
聞
え
る
が
、
そ
の
皮
肉
は
、
常
に
ま
た
自
分
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自
身
の
上
に
加
へ
て
ゐ
る
皮
肉
で
あ
る
。
辛
辣
で
ゐ
て
、
た
め
ら
ひ
勝
ち
に
見
え
、
時
に
よ
る
と
、
不
思

議
な
は﹅
に﹅
か﹅
み﹅
を
そ
の
作
品
の
お
も
て
に
露
出
さ
せ
て
ゐ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
関
口
君
の
作
品
に
か
の
『
偉
大
な
る
皮
肉
屋
』
が
も
つ
一
種
の 

寛 

大 

さ 

ジ
エ
ネ
ロ
ジ
テ
が
芽
ぐ
む
で
あ
ら
う
時
、
彼

は
一
層
魅
力
に
富
む
作
家
と
な
る
に
違
ひ
な
い
。

　
今
、
此
の
『
鴉
』
一
巻
を
手
に
し
て
思
ふ
こ
と
は
、
わ
が
関
口
次
郎
の
仕
事
は
こ
れ
か
ら
だ
　
　
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
決
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
仕
事
が
未
熟
で
あ
つ
て
、
見
る
べ
き
も
の
が

な
い
と
い
ふ
、
そ
ん
な
月
並
な
理
由
に
よ
る
の
で
な
く
、
大
抵
の
作
家
な
ら
、
そ
の
辺
で
一
と
先
づ
息
を

つ
い
て
、
や
れ
や
れ
こ
ゝ
ま
で
来
れ
ば
…
…
と
気
を
ゆ
る
し
て
し
ま
ふ
と
こ
ろ
を
、
あ
く
ま
で
も
、
も
う

一
と
息
、
も
う
一
と
息
、
と
新
工
夫
を
積
ん
で
ゐ
る
。
そ
の
姿
が
は
つ
き
り
、
此
の
一
巻
の
中
に
浮
び
出

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
今
日
ま
で
新
劇
の
揺
籃
時
代
と
す
れ
ば
、
次
の
時
代
は
、
か
く
の
如
き
作
家
に
よ
つ
て
始
め
ら
れ
る
の

で
あ
ら
う
。

　
悲
劇
よ
り
喜
劇
へ
、
此
の
新
し
き
傾
向
も
亦
、
関
口
君
の
仕
事
と
結
び
つ
け
て
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
少
し
大
袈
裟
な
例
で
あ
る
が
、
イ
プ
セ
ン
の
生
涯
が
、
近
代
劇
の
進
化
そ
の
も
の
を
語
つ
て
ゐ
る
と
云
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は
れ
る
如
く
、
わ
が
関
口
君
の
業
蹟
は
、
事
に
よ
る
と
、
昭
和
以
後
日
本
新
劇
史
の
足
跡
を
示
す
も
の
か

も
知
れ
な
い
。
　
　
勿
論
、
こ
ゝ
で
傍
流
作
家
の
存
在
を
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
傍
流
、
必
ず
し
も
、

亜
流
な
ら
ず
、
ま
た
、
小
流
な
ら
ず
、
た
ゞ
、
傍
流
は
ど
こ
ま
で
も
傍
流
な
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。

　
戯
曲
集
『
鴉
』
を
批
評
す
る
資
格
は
僕
に
は
な
い
の
だ
が
、
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
わ
け
が
あ
る
。

関
口
君
は
僕
の
仕
事
の
上
の
友
で
あ
る
。

　
関
口
君
は
、
今
、
作
劇
の
筆
を
収
め
て
、
徐
ろ
に
小
説
の
大
作
に
取
り
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。
此
の
方
面
で

の
経
験
は
、
一
と
苦
労
は
、
や
が
て
、
新
し
く
発
表
す
る
で
あ
ら
う
戯
曲
の
上
に
ど
う
い
ふ
形
で
か
現
は

れ
る
に
違
ひ
な
い
が
、
戯
曲
界
、
当
分
、
君
の
作
品
を
見
な
い
と
な
る
と
寂
寥
の
感
が
深
か
ら
う
。

　
か
ゝ
る
時
、
戯
曲
集
『
鴉
』
の
刊
行
は
、
誠
に
意
義
が
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
舟
川
未
乾
氏
の
装
幀
は
、
此
の
紀
念
す
べ
き
著
書
を
最
も
よ
き
趣
味
に
於
て
飾
り
活
か
し
て
ゐ
る
。
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岩
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
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ネ
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ト
の
図
書
館
、
青
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文
庫
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