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ホ
ト
ト
ギ
ス
と
い
う
小
雑
誌
あ
り
︑明
星
と
い
う
小
雑
誌
あ
り
︑

一
つ
は
醴
酒
の
如
く
︑
一
つ
は
ラ
ム
ネ
の
如
し
︒
ど
う
せ
滋
養
に

あ
ま
ざ
け

は
な
ら
ね
ど
︑
い
ず
れ
も
特
色
の
あ
り
て
︑
小
範
囲
の
読
者
に
珍

重
せ
ら
る
︒
こ
の
二
者
は
全
然
相
容
れ
ざ
る
性
質
を
有
し
︑
寄
稿

家
も
読
者
も
類
を
異
に
し
︑明
星
の
後
援
者
に
上
田
敏
先
生
あ
り
︑

ホ
ト
ト
ギ
ス
の
客
将
に
夏
目
金
之
助
先
生
あ
り
︑
自
か
ら
相
対
立

し
て
︑
大
学
の
講
堂
外
に
自
己
の
面
目
を
発
揮
せ
る
は
面
白
し
︑

而
し
て
世
柳
村
先
生
の
厚
化
粧
の
美
文
を
知
る
者
多
け
れ
ど
︑
漱
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石
先
生
の
粉
飾
な
き
散
文
を
知
る
者
少
く
︑
学
士
敏
の
新
体
詩
を

喋
々
す
る
者
あ
れ
ど
︑
学
士
金
之
助
の
俳
句
或
は
俳
体
詩
は
︑

ち
よ
う
ち
よ
う

文
壇
の
批
判
に
上
ら
ず
︒
こ
れ
一
人
は
百
方
社
会
に
知
ら
る
る
を

勉
め
︑
一
人
は
超
然
毀
誉
褒
貶
の
外
に
遊
ば
ん
と
勉
む
る
の
結
果

き

よ

ほ
う
へ
ん

に
て
︑
両
先
生
の
処
世
法
は
こ
の
一
事
に
よ
り
て
も
察
せ
ら
る
︒

偶
々
今
月
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
漱
石
の
﹁
童
謡
﹂
と
い
う
俳
体
詩
あ

り
︑
明
星
に
柳
村
の
﹁
燕
の
歌
﹂
と
﹁
出
征
﹂
と
の
翻
訳
の
新
体

詩
あ
り
︑
各
其
の
作
風
を
知
り
︑
文
才
を
察
し
︑
性
質
を
偲
ぶ
に

足
る
者
あ
れ
ば
︑
一
二
節
を
転
載
し
て
比
較
せ
ん
か
︒

高
山
の
鳥
栖
巣
だ
ち
し
兄
鷹
の
ご
と
︑

と

ぐ
ら

せ

う
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身
こ
そ
た
ゆ
ま
ね
憂
愁
に
思
は
倦
じ
︑

う
ん

モ
ゲ
ル
過
ぎ
パ
ロ
ス
の
港
船
出
し
て
︑

雄
誥
ぶ
夢
ぞ
逞
ま
し
き
あ
は
れ
丈
夫
︒

を

た
け

ま
す
ら
を

︵
出
征
の
一
節
︑
ホ
セ
︑
コ
リ
ヤ
︑
ド
︑
エ
レ
デ
ィ
ヤ
︶

源
兵
衞
が

練
馬
村
か
ら

大
根
を

馬
の
脊
に
つ
け

御
歳
暮
に

持
て
來
て
く
れ
た
︒

源
兵
衞
が

手
拭
で
も
て

股
引
の

埃
を
は
た
き

臺
ど
こ
に

腰
を
お
ろ
し
て
る
︒︵
童
謡
の
二

節
︶

共
に
文
科
大
学
に
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
講
ぜ
る
人
に
し
て
︑
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作
風
に
か
か
る
大
な
る
差
あ
り
︒
エ
レ
デ
ィ
ヤ
と
か
何
と
か
︑
殊

更
に
日
本
に
あ
ま
り
知
れ
渡
ら
ぬ
作
家
を
︑
我
は
顔
に
吹
聴
し
︑

作
中
の
固
有
名
詞
も
︑
希
臘
以
太
利
そ
れ
ぞ
れ
原
音
で
読
み
︑
決

ぎ
り
し
や
い

た

り
ー

し
て
重
訳
の
疑
を
容
れ
さ
せ
ぬ
は
敏
先
生
特
得
の
手
腕
︒
鄙
び
た

ど
く
と
く

る
言
葉
︑
今
様
の
詞
句
は
厭
い
玉
い
︑
古
語
を
古
語
を
と
詮
索
し
︑

い
ま
よ
う

決
し
て
﹁
持
っ
て
来
て
く
れ
た
﹂
と
か
︑﹁
腰
を
お
ろ
し
て
る
﹂

な
ど
の
語
を
用
う
る
こ
と
は
な
い
︒
文
学
評
論
を
す
れ
ば
︑
以
太

利
西
班
牙
希
臘
等
の
引
用
凄
じ
く
︑
翻
訳
を
す
れ
ば
︑
源
氏
や
枕

草
子
に
で
も
あ
り
そ
う
な
艶
麗
の
文
字
紙
上
に
満
つ
︒
夏
目
先
生

は
全
く
こ
れ
に
反
し
︑
平
凡
の
事
実
を
平
凡
に
飾
り
気
な
く
写
つ
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す
を
喜
び
︑﹁
鳥
栖
巣
だ
ち
し
兄
鷹
の
ご
と
﹂
な
ど
の
廻
り
く
ど

い
語
は
大
嫌
い
に
て
︑其
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
誌
上
の
文
章
を
見
れ
ば
︑

さ
な
が
ら
無
学
者
の
筆
に
成
り
し
如
く
︑
時
に
冷
々
淡
々
白
湯
を

さ

ゆ

呑
む
が
如
き
こ
と
あ
る
も
︑
決
し
て
理
屈
や
︑
ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う
し

い
引
例
は
な
い
︒

能
あ
る
鷹
は
爪
を
隠
く
す
︒
知
っ
た
か
振
を
す
る
者
に
真
に
深

く
知
れ
る
は
な
し
︒
さ
る
に
盲
目
千
人
の
世
の
中
は
︑
頻
り
に
横

文
字
交
り
の
文
章
を
片
々
た
る
小
雑
誌
に
掲
げ
︑
西
洋
文
学
を
鼻

の
先
き
に
ぶ
ら
下
げ
る
手
合
を
︑
直
ち
に
博
学
者
と
思
い
込
み
︑



10

深
く
蔵
し
て
沈
黙
を
守
れ
る
真
正
の
学
者
を
認
む
る
の
眼
力
な

し
︒
夏
目
先
生
の
如
き
現
代
日
本
有
数
の
英
文
学
者
な
れ
ど
︑
赤

門
外
幾
人
か
窺
い
知
れ
る
︒
こ
れ
を
上
田
先
生
の
赤
門
内
の
不
評

判
に
反
し
て
文
壇
に
名
声
嘖
々
た
る
に
比
ぶ
れ
ば
︑
今
更
の
如
く

さ
く
さ
く

社
会
の
毀
誉
褒
貶
の
当
て
に
な
ら
ぬ
こ
と
の
知
ら
れ
て
面
白
し
︒

先
生
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
講
義
︑
文
学
科
第
一
の
聴
物
に
て
︑
其
の

き
き
も
の

講
義
振
り
は
︑
ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
き
評
論
や
考
証
は
な
く
︑
如
何

に
も
自
分
の
味
わ
っ
て
感
じ
た
る
こ
と
を
正
直
に
言
い
あ
ら
わ
す

の
み
︒
先
生
曰
く
﹁
西
洋
の
大
文
学
者
を
西
洋
人
と
同
じ
よ
う
に

解
釈
す
る
は
と
て
も
出
来
得
べ
き
こ
と
で
は
な
い
︒
諸
君
は
自
か
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ら
感
じ
た
る
所
の
み
を
味
わ
え
ば
よ
い
︒
西
洋
の
批
評
家
が
か
く

い
っ
た
か
ら
と
て
︑
強
い
て
其
の
通
り
に
感
じ
よ
う
と
勉
め
る
必

要
は
な
い
の
だ
︒﹂
さ
り
と
て
一
字
一
句
の
注
意
を
怠
る
こ
と
な

く
︑
決
し
て
粗
雑
の
読
み
よ
う
は
し
な
い
︒
文
学
論
と
て
も
誰
れ

か
の
よ
う
に
大
風
呂
敷
は
広
げ
ね
ど
︑
和
漢
文
学
も
一
通
り
は
心

得
︑
殊
に
俳
句
の
巧
な
れ
ば
︑
其
の
な
だ
ら
か
の
講
義
の
自
か
ら

滑
稽
趣
味
を
帯
び
︑
楽
し
く
面
白
く
聴
き
な
さ
る
︒
従
っ
て
聴
者

甚
だ
多
く
︑
人
望
亦
柳
村
の
比
に
あ
ら
ず
︒
敏
先
生
の
﹁
ロ
メ
オ

と
デ
ュ
リ
ヱ
ト
﹂
は
自
分
の
博
学
の
吹
聴
は
盛
な
れ
ど
︑
講
義
振

り
は
蠟
を
噛
む
が
如
く
︑
時
と
し
て
は
一
時
間
に
︑
カ
ッ
セ
ル
版
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で
五
六
枚
を
素
読
す
る
に
止
ま
る
こ
と
あ
り
︒
御
自
分
で
は
頻
り

に
此
処
が
巧
妙
な
り
︑
彼
処
が
意
味
深
遠
な
り
と
い
え
ど
︑
学
生

は
少
し
も
同
感
の
思
い
を
起
し
よ
う
が
な
い
︒
従
っ
て
出
席
者
甚

少
な
く
︑
こ
の
次
に
講
ず
る
と
い
う
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
は
一
層
聴
く

価
値
が
な
か
ろ
う
と
の
噂
︒
先
生
は
語
学
の
天
才
が
あ
っ
て
︑
洋

ね
う
ち

行
も
せ
ぬ
身
に
英
仏
独
は
更
な
り
︑
伊
太
利
語
に
も
西
班
牙
語
に

す
ぺ
い
ん

ご

も
通
暁
せ
り
と
て
︑
知
友
間
に
評
判
さ
れ
る
は
︑
名
誉
の
事
な
ら

ん
が
︑
言
わ
ず
と
も
の
所
に
︑
語
学
通
を
見
せ
ん
と
せ
ら
る
る
は
︑

通
人
に
も
似
合
わ
ぬ
事
︒
日
常
何
気
な
き
談
話
の
中
に
も
︑
屢
々

西
洋
語
を
見
せ
び
ら
か
し
︑
殊
に
吾
々
無
学
者
の
手
前
で
は
一
層
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甚
し
い
が
︑
聴
手
の
方
で
は
あ
ま
り
よ
い
気
持
は
し
な
い
︒
其
の

一
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
先
生
曰
わ
く
﹁
ア
ス
ト
ン
の
日
本
文
学
史
の

西
鶴
論
を
解
す
る
に
は
︑ダ
ン
テ
を
原
語
で
読
み
得
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

西
鶴
論
の
結
末
の
一
句
ム
ヤ
ム
ヤ
ム
ヤ
は
ダ
ン
テ
中
の
ム
ヤ
ム
ヤ

か
ら
引
用
さ
れ
た
の
で
︑
非
常
の
名
言
だ
﹂
と
︒
Ｘ
そ
の
ム
ヤ
ム

ヤ
を
解
し
得
ね
ば
︑
と
て
も
ア
ス
ト
ン
を
読
み
得
ざ
る
べ
し
と
断

念
し
た
る
が
︑
蓋
し
日
本
で
ア
ス
ト
ン
を
味
え
る
は
敏
先
生
只
一

人
な
ら
ん
か
︒

味
噌
の
味
噌
臭
き
︑
学
者
の
学
者
臭
き
︑
何
れ
上
物
で
な
い

じ
よ
う
ぶ
つ
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証
拠
︒
敏
先
生
が
﹁
帝
国
文
学
﹂
誌
上
に
欧
洲
文
学
を
論
ぜ
し
頃
︑

同
雑
誌
の
関
係
者
語
っ
て
曰
く
﹁
上
田
も
分
り
も
し
な
い
伊
太
利

語
だ
と
か
︑
西
班
牙
語
だ
と
か
を
臚
列
す
る
の
は
悪
い
癖
だ
︒
内

ろ

れ
つ

部
か
ら
見
て
る
と
可
笑
し
い
よ
う
だ
﹂
と
︒
し
か
し
こ
の
広
告
の

お
蔭
で
︑
博
学
の
誉
を
得
た
の
で
あ
れ
ば
当
人
は
何
時
ま
で
も
こ

の
癖
は
止
め
ら
れ
ぬ
そ
う
な
︒﹁
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
﹂
劇
や
﹁
新

曲
浦
島
﹂
な
ど
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
る
の
は
よ
い
と
し
て
︑
其

の
態
度
が
如
何
に
も
︑
自
分
が
作
者
よ
り
も
一
段
上
手
に
い
る
よ

う
で
気
取
り
屋
と
し
て
は
確
か
に
嘲
風
の
塁
を
摩
し
て
い
る
︒
若

し
自
分
で
広
告
す
る
程
趣
味
性
に
富
み
︑文
芸
の
修
養
深
け
れ
ば
︑



15

芝
居
で
も
小
説
で
も
理
想
通
り
に
創
作
し
て
︑
大
に
腕
前
を
見
せ

た
ら
ば
よ
さ
そ
う
に
思
わ
る
れ
ど
︑
其
処
は
お
人
よ
し
の
姉
崎
博

士
と
は
異
な
り
︑
大
の
利
口
者
な
れ
ば
︑
う
っ
か
り
ボ
ロ
を
出
さ

ず
︑
他
人
の
作
に
横
槍
を
入
れ
る
位
で
満
足
の
体
︒
か
の
ひ
ね
く

て
い

っ
た
翻
訳
の
如
き
は
︑
有
り
丈
の
脳
味
噌
を
絞
り
出
し
て
︑
一
語

一
句
大
苦
心
の
余
に
成
っ
た
の
だ
が
︑
人
に
向
っ
て
は
﹁
あ
れ
は

一
晩
で
書
い
た
の
で
読
み
返
え
し
も
し
な
い
の
だ
﹂
と
自
慢
げ
に

語
り
︑
全
力
を
注
が
ば
︑
ど
れ
程
の
名
文
が
出
来
る
か
と
思
わ
し

め
る
な
ど
︑
江
戸
ッ
児
と
い
う
者
︑
こ
ん
な
に
虚
栄
心
が
強
い
も

の
か
︒
一
体
先
生
の
江
戸
ッ
児
が
り
は
田
口
卯
吉
氏
の
系
統
を
引
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い
て
︑
洒
脱
を
粧
い
磊
落
を
気
取
り
︑
物
事
に
拘
泥
す
る
風
を
し

ら
い
ら
く

玉
え
ど
︑
ま
だ
ま
だ
内
心
は
そ
れ
程
灰
汁
が
脱
け
て
も
い
な
い
︒

あ

く

其
の
証
拠
に
は
︑
世
間
の
毀
誉
を
空
吹
く
風
と
済
ま
し
て
い
る
裏

に
は
︑
其
の
為
に
悩
む
所
多
く
︑
Ｘ
の
こ
の
記
事
を
読
ん
で
も

﹁
中
々
盛
ん
で
面
白
い
で
す
な
あ
﹂
と
お
世
辞
笑
い
の
一
つ
二
つ

は
し
玉
わ
ん
も
︑
こ
れ
は
表
面
に
過
ぎ
ぬ
の
だ
︒
長
者
に
取
入
る

魂
胆
ま
た
抜
目
な
く
︑
嘗
て
其
の
著
﹁
ダ
ン
テ
﹂
を
萬
年
先
生
に

デ
ヂ
ケ
ー
ト
し
て
後
も
︑
こ
の
人
に
対
す
る
態
度
は
注
意
周
到
と

の
噂
が
あ
る
︒
そ
の
江
戸
ッ
児
気
取
り
も
甚
だ
用
意
周
到
に
て
︑

東
京
外
に
一
歩
も
足
踏
み
込
ま
ぬ
を
以
て
任
じ
︑田
舎
へ
行
く
を
︑



17

さ
な
が
ら
流
し
物
に
で
も
さ
れ
る
つ
も
り
で
い
る
︒
此
処
に
面
白

い
一
例
は
先
頃
横
浜
の
某
学
校
の
依
頼
に
よ
り
︑
止
む
な
く
演
説

に
出
掛
け
る
時
︑
妻
子
に
対
し
別
離
の
情
に
堪
え
ず
︑
殆
ん
ど
水

杯
を
も
し
か
ね
ま
じ
き
有
様
に
て
︑
一
度
門
口
に
出
た
後
︑
再
び

後
戻
り
し
て
妻
君
と
愛
女
瑠
璃
子
嬢
の
顔
を
つ
く
づ
く
と
眺
め
︑

涙
ぐ
ん
で
出
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
で
は
欧
洲
留
学
を
命
ぜ

ら
れ
た
ら
ば
︑
ど
ん
な
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
︑
元
々
出
世
の

手
段
を
見
の
が
し
て
ま
で
江
戸
ッ
児
振
る
程
悟
っ
て
も
い
ま
い
か

ら
心
配
無
し
︑
海
の
か
な
た
の
趣
味
に
感
染
し
て
︑
独
逸
や
巴
里

は
陳
腐
で
︑
大
向
う
も
喝
采
す
ま
い
か
ら
︑
一
つ
ナ
ポ
リ
ー
か
べ
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ネ
チ
ア
の
通
人
に
な
り
済
ま
し
て
痴
者
お
ど
か
し
を
な
さ
れ
る
こ

こ

け

と
で
あ
ろ
う
︒
江
戸
ッ
児
が
伊
太
利
ッ
児
に
早
が
わ
り
の
芸
当
を

早
く
見
た
い
も
の
︒

上
田
先
生
曰
わ
く﹁
大
学
な
ん
て
ほ
ん
と
に
下
ら
な
い
所
で
す
︑

学
生
も
駄
目
だ
し
制
度
も
よ
ろ
し
く
な
い
︒
僕
は
大
嫌
い
で
す
﹂

と
口
癖
の
よ
う
に
外
に
向
う
て
い
わ
る
る
そ
う
だ
が
︑
そ
れ
程
い

や
な
大
学
の
講
師
に
何
故
な
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
若
し
お
れ
の

力
で
少
し
で
も
大
学
の
光
彩
を
加
え
て
見
よ
う
と
い
う
気
込
が
あ

る
の
な
ら
︑
今
の
よ
う
な
上
皮
す
べ
り
の
講
義
で
は
何
の
効
能
も
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な
か
ろ
う
し
︑
長
者
の
鼻
息
を
伺
う
よ
う
で
は
︑
将
来
も
頼
も
し

く
な
い
方
だ
︒
其
処
は
夏
目
先
生
の
方
が
却
っ
て
悟
っ
て
い
る
︒

て
ん
で
大
学
教
授
や
文
学
博
士
な
ど
を
尊
と
き
物
と
も
思
わ
ね

た
つ

ば
︑
其
の
地
位
に
上
ろ
う
と
も
勉
め
な
い
︒﹁
教
師
な
ど
に
な
り

た
く
は
な
い
が
︑
食
う
為
に
止
む
を
得
ぬ
の
だ
﹂
と
い
う
主
義
を

や

正
直
に
奉
じ
︑
世
間
の
事
業
と
か
名
利
と
か
を
殆
ん
ど
念
頭
に
浮

べ
て
い
な
い
︒
大
塚
博
士
と
仲
が
よ
い
の
も
自
か
ら
性
質
が
似

お
の
ず

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
先
生
多
く
人
に
接
す
る
を
好
ま
ず
︑
自

分
の
好
き
な
書
物
を
道
楽
に
読
ん
で
静
か
に
日
を
送
る
こ
と
多

く
︒
又
気
の
向
い
た
時
は
夜
一
時
ま
で
も
︑
二
時
ま
で
も
筆
を
執
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り
て
︑
随
感
を
写
つ
し
︑
俳
句
等
を
作
る
こ
と
あ
り
︒
一
体
嗜
好

よ
り
い
え
ば
︑
教
師
よ
り
も
文
士
と
し
て
毎
日
誰
れ
に
も
累
わ
さ

れ
ず
勝
手
な
事
を
書
く
方
が
よ
い
の
だ
が
︑
生
活
上
望
通
り
に
な

ら
ぬ
と
自
白
し
て
い
る
︒
先
生
の
か
く
覇
気
と
か
野
心
と
か
い
う

者
を
持
た
ぬ
の
は
︑
一
は
俳
句
趣
味
の
修
養
に
由
り
︑
一
は
身
体

の
羸
弱
に
よ
る
と
い
う
者
あ
り
︒
其
の
日
常
の
生
活
は
ホ
ト
ト

る
い
じ
や
く

ギ
ス
誌
上
の
﹁
我
は
猫
で
あ
る
﹂
と
い
う
一
文
に
よ
り
て
も
︑
一

わ
れ

斑
を
窺
い
得
べ
く
︑
久
し
い
間
神
経
性
胃
弱
で
︑
外
界
の
騒
が
し

き
刺
激
に
堪
え
ず
︑
可
成
世
を
離
れ
て
気
楽
に
暮
ら
さ
ん
と
す
る

な
る
べ
く

の
が
︑
終
生
の
目
的
従
っ
て
人
の
訪
問
を
も
喜
ば
ず
︑
い
や
な
奴
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が
来
て
︑
長
座
を
す
る
と
︑
終
に
堪
え
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
︑
露

骨
に
﹁
君
は
帰
っ
て
呉
れ
玉
え
﹂
と
い
い
引
留
言
葉
な
ど
つ
い
ぞ

い
い
し
事
な
し
︒
其
の
代
り
自
分
の
好
き
な
人
と
な
る
と
何
時
ま

で
も
語
り
合
い
︑
高
濱
虚
子
な
ぞ
と
は
︑
差
向
い
で
首
を
傾
げ
︑

か
し

俳
句
俳
体
詩
に
徹
夜
す
る
こ
と
も
あ
り
と
い
う
︒
美
的
生
活
と
か

文
芸
尊
崇
説
な
ど
を
仰
山
ら
し
く
唱
う
る
の
愚
は
演
ぜ
ね
ど
︑
自

箇
一
身
は
沈
黙
の
中
に
美
術
文
学
を
深
く
味
い
余
財
な
き
身
を
以

て
近
時
の
出
版
物
を
購
い
︑
絵
画
に
つ
い
て
も
鑑
賞
力
に
富
み
︑

姉
崎
上
田
両
先
生
に
一
歩
も
劣
ら
ぬ
の
み
か
こ
れ
見
よ
が
し
に
意

見
を
吐
き
出
さ
ぬ
丈
で
も
︑
胸
に
蓄
う
る
所
一
層
多
か
ら
ん
と
思
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わ
る
︑
こ
ん
な
風
で
あ
れ
ば
︑
長
上
に
愛
せ
ら
れ
よ
う
と
勉
め
も

せ
ね
ど
︑
憎
ま
れ
も
せ
ず
︑
学
生
に
敬
わ
れ
よ
う
と
も
せ
ね
ど
︑

嫌
わ
れ
も
せ
ず
︑
羨
ま
し
き
生
涯
な
り
︑
先
生
も
元
か
ら
今
の
如

く
大
悟
せ
し
に
あ
ら
ず
︑
熊
本
の
高
等
学
校
に
あ
り
し
際
は
随
分

学
生
を
苦
め
て
得
意
顔
せ
し
事
も
あ
っ
た
そ
う
な
︒
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