
　
　
　

あ
と
が
き

　

通
常
何
か
の
贈
り
物
を
す
る
と
、
か
ら
な
ら
ず
返
礼
が
あ
り
ま
す
。
祝
儀
や
弔
い
の
場
合
も
、
何
が

し
か
の
お
返
し
が
戻
っ
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
寄
進
や
喜
捨
は
、
金
品
が
一
方
的
に
移
転
す
る
だ
け
で
、

そ
の
一
部
が
戻
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。当
人
も
そ
れ
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、し
か
し
、

別
の
か
た
ち
で
見
返
り
が
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

意
識
の
な
せ
る
業

　

そ
れ
が
功
徳
や
報
酬
や
贖
罪
で
す
が
、
そ
の
量
を
目
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
廻
向

を
し
た
と
し
て
も
、
寄
進
や
喜
捨
に
よ
っ
て
為
し
た
功
徳
の
一
部
が
、
他
に
移
転
し
て
、
目
減
り
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
功
徳
を
分
け
与
え
る
と
い
う
気
持
ち
が
影
響
し
、
こ
れ
が
縁
と

な
っ
て
、功
徳
の
受
け
手
に
、そ
し
て
廻
向
者
に
も
、あ
ら
た
な
功
徳
が
生
じ
る
と
さ
れ
ま
す
（
第
二
章
）。

　

つ
ま
り
す
べ
て
が
意
識
の
働
き
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
心
で
念

じ
る
だ
け
で
は
、
功
徳
も
廻
向
も
実
行
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
物
財
の
移
動
が
発
生
し
な
い
と
、

そ
の
効
果
は
生
じ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
実
際
に
物
を
手
放
す
と
い
う
手
続
き
を
経
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
し
て
功
徳
や
廻
向
の
量
は
、
基
本
的
に
は
手
放
し
た
財
の
多
寡
に
比
例
す
る
と
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、

281



そ
の
多
寡
は
、
具
体
的
な
量
で
は
な
く
、
そ
の
物
が
寄
進
や
布
施
を
す
る
人
に
と
っ
て
、
ど
れ
だ
け
掛

け
替
え
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
れ
だ
け
我
欲
か
ら
離
れ
ら
れ

た
か
、
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

す
べ
て
が
意
識
と
か
心
と
か
の
作
用
と
し
て
説
明
さ
れ
る
功
徳
の
法
則
は
、
一
般
庶
民
に
は
な
か
な

か
理
解
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
徳
は
、目
に
は
見
え
な
い
が
、何
ら
か
の
質
量
を
も
っ

た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
功
徳
が
多
け
れ
ば
、
こ
れ
が
悪
徳
を
陵
駕
し
、
最
終
的
に

功
徳
が
残
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
功
徳
を
た
く
さ
ん
為
せ
ば
、
そ
れ
で
悪
徳
は
帳
消
し
に

な
る
と
解
釈
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

現
代
の
ビ
ル
マ
人
仏
教
徒
は
、
死
ん
だ
ら
功
徳
だ
け
を
も
っ
て
来
世
に
旅
立
つ
と
か
、
功
徳
と
悪
徳

の
差
と
い
う
い
い
方
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
タ
イ
で
も
同
様
で
す
。
廻
向
に
し
て
も
、
自
分
が
為
し
た
功

徳
の
一
部
を
、
そ
ち
ら
に
振
り
向
け
る
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
精
霊
の
地
母
神

（
メ
ー
ト
ラ
ニ
ー
）
が
運
ん
で
く
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
る
し
（
第
三
章
）、
あ
る
意
味
廻
向
は
、

自
己
を
犠
牲
に
し
た
利
他
的
行
為
と
し
て
、
こ
れ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
現
実
に
は
、

物
の
遣
り
取
り
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
、
こ
れ
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
廻
向

　

こ
う
し
た
功
徳
や
廻
向
の
観
念
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
あ
り
ま
し
た
（
第
四
章
）。
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
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て
現
世
は
か
り
そ
め
で
、
来
世
こ
そ
が
永
遠
の
生
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
火
獄
と
楽
園
が
存
在
し
、

そ
の
ど
ち
ら
に
行
く
か
は
ア
ッ
ラ
ー
に
よ
る
最
後
の
審
判
で
決
ま
る
。
こ
れ
が
確
定
す
る
や
、
未
来
永

劫
永
遠
に
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
楽
園
に
行
か
せ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
六
つ
の
存
在

を
信
じ
、
五
つ
の
行
為
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
五
行
」
の
一
つ
で
あ
る
喜
捨
は
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
褒
賞
（
楽
園
に
行
く
こ
と
）
が
あ
る
こ
と
を
前

提
に
、
お
返
し
が
期
待
で
き
な
い
相
手
に
対
し
て
も
、
財
物
を
与
え
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
は
二
種
類

あ
り
、
ザ
カ
ー
ト
は
「
財
産
の
偏
在
を
た
だ
す
と
い
う
理
念
」
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
、
サ
ダ
カ
の
場

合
は
「
何
ら
か
の
利
他
的
な
目
的
」
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
、
対
象
は
貧
者
・
困
窮
者
な
ど
で
す
。
ち

な
み
に
仏
教
が
、
聖
職
者
に
た
い
す
る
施
与
を
重
視
す
る
点
で
、
こ
の
点
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
イ

ス
ラ
ー
ム
の
場
合
、
大
量
の
修
行
者
を
抱
え
る
と
い
う
こ
と
が
無
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　

ザ
カ
ー
ト
は
公
的
、
サ
ダ
カ
は
私
的
な
行
為
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
サ
ダ
カ
で
モ
ス
ク
を
建
設

す
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
親
族
が
他
者
を
招
い
て
お
こ
な
う
大
き
な
儀
礼
で
、
お
金
の
あ
る

人
が
、費
用
を
負
担
し
こ
れ
を
主
催
す
る
な
ど
、サ
ダ
カ
も
ま
た
富
の
再
配
分
と
い
う
、あ
る
意
味「
蕩
尽
」

と
同
じ
よ
う
な
社
会
的
意
味
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
死
者
の
罪
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
と
、
そ
の
家

族
や
親
族
が
、
参
列
者
に
布
を
配
る
こ
と
に
よ
り
サ
ダ
カ
を
お
こ
な
っ
た
り
、
死
者
の
た
め
に
ク
ル
ア
ー

ン
を
朗
唱
し
喜
捨
を
し
た
り
す
る
と
、
そ
れ
は
行
為
者
本
人
の
み
な
ら
ず
死
者
の
善
行
と
し
て
記
録
さ

れ
る
と
い
う
の
は
、
廻
向
の
観
念
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
何
れ
に
し
ろ
、
物
の
転
移
が
伴
い
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
、
仏
教
の
因
果
応
報
と
い
う
考
え
方
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
思
し
召
し

に
と
っ
て
変
わ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
善
行
や
悪
行
は
、
各
人
の
両
肩
に
い
る
天
使
に
よ
っ
て
す
べ
て
記
録

さ
れ
、
死
後
こ
れ
が
ア
ッ
ラ
ー
に
報
告
さ
れ
、
来
世
の
存
在
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
の
も
仏
教
と
は
異

な
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
「
己
が
心
の
貪
欲
に
ど
こ
ま
で
も
う
ち
克
っ
て
」
な
さ
れ
る
ザ
カ
ー
ト
も

サ
ダ
カ
も
、
現
世
に
お
け
る
見
返
り
は
な
い
が
、
こ
れ
は
善
行
と
み
な
さ
れ
、
ア
ッ
ラ
ー
に
よ
る
最
後

の
審
判
で
来
世
、
つ
ま
り
永
遠
の
生
に
お
い
て
楽
園
に
行
く
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ザ

カ
ー
ト
や
サ
ダ
カ
が
促
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
仏
教
と
あ
い
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
何
よ
り
、
死
者
に
対
し
て
サ
ダ
カ
を
届
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
死
者
の
た
め
と
し
て
サ

ダ
カ
を
お
こ
な
う
と
、
こ
れ
に
対
し
て
喜
捨
を
し
た
本
人
に
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
褒
賞
が
与
え
ら
れ
、
か

つ
死
者
も
報
酬
を
得
る
と
信
じ
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
ア
ッ
ラ
ー
を
介
し
て
、
仏
教
で
い
う
廻
向

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
で
き
ま
す
。
こ
の
報
酬
こ
そ
が
、
仏
教
の
い
う
功
徳
で
あ
り
、
廻

向
に
よ
っ
て
な
ん
ら
目
減
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
施
主
に
と
っ
て
は
さ
ら
な
る
、
受
け
手
に
と
っ
て
は

報
酬
に
よ
っ
て
結
果
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
考
え
方
も
ま
た
、
寄
進
や
喜
捨
、
つ
ま
り

私
欲
に
打
ち
克
つ
行
為
を
さ
ら
に
奨
励
す
る
も
の
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

個
の
確
立

　

実
は
こ
う
し
た
極
楽
（
天
国
）
と
か
地
獄
（
火
獄
）
と
い
う
観
念
、現
世
で
の
善
行
と
悪
行
の
審
判
が
、
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な
ん
人
に
対
し
て
も
平
等
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
し
て
現
世
で
の
善
行
が
死
後
の
存
在
を
決
定
す
る
と
い

う
考
え
方
は
、
紀
元
前
一
千
年
以
前
に
、
イ
ラ
ン
で
生
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
第
五
章
）。「
人

は
誰
で
も
死
後
に
お
い
て
魂
の
救
済
を
希
求
し
、
こ
の
た
め
の
宗
教
的
な
仕
組
み
を
考
え
て
い
た
」
の

で
す
。
そ
し
て
、
善
行
の
多
寡
を
判
断
し
て
来
世
の
存
在
を
決
定
す
る
の
は
、
仏
教
徒
は
個
人
の
判
断
、

イ
ス
ラ
ー
ム
や
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
最
後
の
審
判
」
や
「
神
の
恩
寵
」
と
な
り
ま
す
。
た
だ
キ
リ
ス
ト

教
の
な
か
に
も
、
異
端
と
さ
れ
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
の
よ
う
に
、
個
人
の
判
断
を
重
視
す
る
と
い
う
も
の

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
、
自
分
の
持
ち
物
を
売
り
払
っ
て
貧
し
い
に
人
に
施
せ
ば
、
天
に
富
を
積
む
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
は
、
チ
ン
の
「
石
曳
き
儀
式
」
や
タ
イ
の
カ
テ
ィ
ナ
つ
ま
り
仏
教
の
功
徳
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
喜
捨
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
物
欲
を
捨
て
る
こ
と
が
、
善
行
と
み
な
さ
れ
て
い

る
点
で
す
。
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
こ
れ
が
原
罪
の
「
贖
罪
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
「
無
意
識
の
う
ち
に
繰
り
返
さ
れ
る
罪
過
（
科
）
は
、
喜
捨
の
習
慣
に
よ
っ
て
贖
わ
れ
る
」
と
説
明

し
、
贖
罪
の
方
法
と
し
て
、
施
し
や
潤
沢
な
喜
捨
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
単
な
る
「
蕩
尽
」

つ
ま
り
「
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
と
し
な
い
た
め
に
は
、
こ
れ
を
教
会
の
た
め
に
使
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

修
道
院
創
建
の
動
き
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
す
る
寄
進
は
自
ら
の
贖
罪
と
と
も
に
、
一
門
の
死
者
の

魂
の
「
浄
福
」
の
た
め
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
に
は
仏
教
の
廻
向
に
似
た
考
え
方
が
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認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
贖
罪
と
い
う
宗
教
的
実
践
が
、
つ
ま
り
罪
の
意
識
を
反
芻
し
、
か
つ
ま
た
こ
れ

を
検
証
せ
ん
と
す
る
意
識
が
、
個
と
し
て
の
内
面
の
確
立
に
導
く
回
路
を
与
え
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ

れ
は
あ
る
意
味
、
自
業
自
得
と
い
う
法
則
を
内
面
化
し
、
自
己
の
行
動
を
検
証
し
抑
制
せ
ん
と
す
る
上

座
仏
教
に
も
通
底
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
全
知
全
能
の
神
を
認
め
な
い
仏
教
は
、
個
の
確

立
と
と
も
に
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
何
れ
に
あ
っ
て
も
、近
代
的
主
体
は
ネ
イ
シ
ョ

ン
（
民
族
）
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す（

１
）。

比
較
の
裏
返
し

　

仏
教
で
あ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
思
想
の
底
流
に
は
、
経
済
的
格
差
の

な
い
、
平
等
な
社
会
の
実
現
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
功
徳
、
喜
捨
、
贖
罪
を
め
ぐ
り
、
目
に
は

見
え
な
い
と
こ
ろ
で
働
く
原
理
を
解
説
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。い
ず
れ
も
物
欲
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。こ
の
三
者
を
比
較
す
る
と
き
、往
々

に
し
て
お
の
お
の
の
特
徴
と
か
、
特
質
が
強
調
さ
れ
て
、
違
い
ば
か
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
結
果
が
、
宗
教
紛
争
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

同
じ
比
較
に
し
て
も
、
外
側
は
違
っ
て
見
え
る
が
、
内
容
は
非
常
に
似
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
共
通

点
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。
今
後
は
、
自
ら
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
点
を
他
者

の
な
か
に
発
見
す
る
と
い
う
営
為
を
積
み
重
ね
な
い
と
、
争
い
が
な
い
よ
う
な
世
界
を
つ
く
る
こ
と
は
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難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
比
較
を
さ
ま
た
げ
、
違
い
を

強
調
す
る
方
向
に
向
か
う
の
は
、
物
の
豊
か
さ
と
と
も
に
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
独
自
性
と
こ
れ
に
対
す
る

誇
り
を
追
求
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
明
ら
か
に
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

註１	

上
座
仏
教
の
個
人
主
義
に
つ
い
て
は
、
伊
東
利
勝2017

「
南
伝
上
座
仏
教
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
」『
南
伝
上
座
仏
教
徒

と
現
代
』
愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

287


