
―
―
佐
藤

一
斎
の
書
―
―

扱
ば
ず
、
ゃ
が
て
乱
を
起
し
、
事
成
ら
ず
し
て
自
刃
し
た
。
中
斎
は
確

学
佐
藤

一
斎
が
推
賞
し
て
い
る
よ
う
に
、
王
陽
明
の
知
行
合

一
に
傾
到

す
る

一
代
の
学
者
で
あ
り
、
産
も
あ
り
地
位
も
あ
り
、
己
の
信
ず
る
大

虚
の
実
践
を
心
掛
け
る
士
で
あ
っ
た
。
人
を
し
て
感
奮
興
起
、
欣
躍
に

た
え
ざ
る
と
こ
ろ
を
実
践
に
移
し
た
の
が
、
大
塩
の
乱
で
あ
る
。
そ
の

点
が
大
正
時
代
の
米
騒
動
の
先
達

・
魚
津
漁
民
の
か
あ
ち
ゃ
ん
連
と
も

ち
が
う
し
、
敗
戦
時
の
米
よ
こ
せ
の
左
翼
連
と
も
ち
が
う
。
そ
し
て
、

授
業
料
値
上
げ
反
対
や
、
医
師
の
資
格
問
題
で
騒
ぐ
連
中
と
は
、
次
元

を
全
く
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
が
大
虚
に
な
り
、
霊
体
に
な
る

こ
と
が
、
維
れ
新
た
を
生
む
の
で
あ
る
。

中
斎
を
支
援
す
る
佐
藤

一
斎
は
そ
の
後
、
天
保
十
二
年
に
、
七
十
歳

で
昌
平
警

（幕
府
の
最
高
学
府
）
に
出
仕
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
辞
令
を
も
ら
つ
た
時
、

「
天
保
辛
丑
、
図
ら
ず
徴
命
を
蒙
り
、
漫
ろ

に
賦
す
」
と
題
し
て
左
の
詩
を
つ
く
っ
た
。

太
乙
を
手
探
て
天
間
を
叩
か
ん
こ
と
を

こ
の
意
味
は
、

「
た
ち
ま
ち
、
雲
と
雨
が
天
地
を
覆
っ
て
、
豪
雨
と

言
鳴
が
、
海
を
踊
ら
せ
る
。
何
と
か
、
老
子
の
よ
う
な
人
が
現
わ
れ
て

来
て
、
天
の
命
ず
る
最
上
の
方
策
を
以
て
、
こ
の
事
態
を
打
開
し
て
く

れ
な
い
も
の
か
な
あ
」
と
、
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

一
斎
は
、
八
十
八
歳
で
此
の
世
を
去
っ
た
。　
マ
イ
ナ
ス
明
治
九
年
で

あ
る
。
人
間
の
思
索
の
中
の
大
乙

（第

一
の
も
の
）
を
以
っ
て
、
世
を

建
て
直
し
た
い
と
い
う
彼
の
願
望
は
、
死
の
間
際
に
至
る
ま
で
唱
道
さ

れ
、
こ
れ
が
、
幕
府
の
組
織
の
中
に
は
勿
論
の
こ
と
、
日
本
中
に
強
力

に
浸
透
し
て
行

っ
て
、
日
本
人
の
歴
史
観
の
実
践
に
拍
車
を
か
け
た
。

一
斎
わ
門
人
は
数
千
を
数
え
、士口
田
松
陰
、
高
杉
晋
作
、
佐
久
間
象
山
、

大
橋
訥
庵
な
ど
の
ほ
か
、
影
響
を
受
け
た
大
名
や
家
臣
に
至
っ
て
は
数

を
知
ら
な
い
。
吉
田
茂
は

一
斎
の
義
曽
孫
に
当
る
人
で
あ
る
。

芭
蕉
は
、
万
象
を
十
七
字
に
濃
縮
し
た
と
い
わ
れ
、
文
学
者
と
し
て

―
―
佐
藤

一
斎
の
書
―
―

１

０

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１

１

七
十
、
車
無
し
、
底
ん
ぞ
懸
を
用
い
ん
や

今
に
低
り
、
挽
倣
、
強
年
な
り
と
日
う

響
概

、
鰍
疇
新し緩
′
通
わ
し
む

猛
微
、
神
ぼ
ん
ぞ
旧
縁
に
導
う
こ
と
を

赴
く
所
、
期
せ
ず
天
一赴
ぅ

無
夕
に
於
い
て
動
く
物
、
み
な
然
り

世
間
多
少
営
々
の
者

知
る
や
否
や
、
此
の
翁
、
真
に
憐
む
べ
き
こ
と
を

こ
の
意
味
は
、

「
私
は
七
十
の
齢
ま
で
車
も
な
く
、
貧
乏
暮
し
を
し

て
き
た
。
こ
の
年
に
な
れ
ば
、
普
通
、
天
子
か
ら
退
官
の
車
を
も
ら
っ

て
引
退
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
ん
な
も
の
も
ほ
し
い
と
思
わ
な
い
。
今

に
な
っ
て
、　
″
お
前
は
丈
夫
で
若
々
し
い
か
ら
官
途
に
つ
け
″
と
い
わ

れ
、
役
人
の
新
参
に
な
る
の
だ
が
、
そ
う
な
る
と
、
今
ま
で
の
野
人
ど

」．動実っけ勝静時ぼけれ魏「ビ帥̈
″凱是̈
『印いにダぽわ

わ
か
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
な
あ
」
、
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

佐
藤

一
斎
の
晩
年

（
八
十
七
歳
）
に
安
政
の
大
獄
が
起

っ
た
。
井
伊

大
老
の
手
に
よ
っ
て
、
天
下
の
志
士
が
投
獄
さ
れ
る
、
と
い
う
事
件
で

あ
る
。
こ
の
成
り
行
き
を
憂
え
て
い
た
老
学
長

・
佐
藤

一
斎
は
、

「
画

竜
に
題
す
」
と
い
う
寓
意
で
、
次
の
詩
を
作
っ
た
。

須
曳
に
し
て
、
雲
雨
、
乾
坤
を
覆
い

露
離
〓
層、
槍
海
、
記
在

老
子
、
安
ん
ぞ
能
く
、
汝
の
天
に
乗
じ
て

の
偉
大
さ
を
謳
わ
れ
る
。
芭
蕉
文
学
と
い
う
も
の
を
江
戸
元
禄
に
樹
立

し
た
こ
の
人
は
、
杜
甫
も
、
李
白
も
、
道
も
儒
も
仏
も
あ
ま
ね
く
取
り

入
れ
て
消
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
を
、

「
枯

れ
た
寂
び
」
に
大
成
し
て
、
文
学
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
は
芭
蕉
で
あ

り
、
日
本
人
に
こ
れ
を
、
身
近
に
ハ
ッ
キ
リ
握
ら
せ
た
の
は
こ
の
人
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
芭
蕉
文
学
は
、
明
治
維
新
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人

達
の
人
生
観
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
云
っ
て
い
い
。
芭
蕉

の

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
に
左
の
下
り
が
あ
る
。

「
富
士
川
の
ほ
と
り
を
行
に
、
三
つ
計
な
る
捨
子
の
哀
げ
に
泣
有
。

こ
の
川
の
早
瀬
に
か
け
て
、
う
き
世
の
波
を
し
の
ぐ
に
た
へず
、
謬
講

の
命
待
ま
と
捨
置
け
む
。
小
萩
が
も
と
の
秋
の
風
、
こ
よ
ひ
や
ち
る
ら

ん
、
あ
す
や
し
ほ
れ
ん
と
、
袂
よ
り
喰
物
な
げ
て
と
を
る
に
、

猿
を
聞
く
人
捨
子
に
秋
の
風
い
か
に

い
か
に
ぞ
や
汝
、
ち
ち
に
悪
ま
れ
た
る
か
、
母
に
う
と
ま
れ
た
る
か
。

ち
ち
は
汝
を
悪
む
に
あ
ら
じ
、
母
は
汝
を
う
と
む
に
あ
ら
じ
。
唯
こ
れ

天
に
し
て
、
汝
の
性
の
つ
た
な
さ
を
な
け
。
‥
…
」

こ
の
文
章
に
は
、
人
の
心
に
泌
み
通
る
力
強

い
も

の

が
潜
ん
で
い

る
。
文
を
つ
ぶ
さ
に
見
る
と
、

第

一
、
三
つ
ば
か
り
、
哀
れ
げ
、
露
ば
か
り
、

捨
置
け
む
、　
ち

る

ら

ん
、
風
い
か
に
、
悪
ま
れ
た
る
か
、
う
と
ま
れ
た
る
か
、
悪
む
に
あ
ら

じ
、
う
と
む
に
あ
ら
じ
、
な
ど
、
す

べ
て
、
断
定
を
さ
け
て
、
推
量
の

表
現
に
つ
と
め
て
い
る
。

第
二
、
喰
物
な
げ
て
通
る
―
―
な
げ
与
え
て
い
な
い
。
前
の
推
量
の
表
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日
露

戦

争
前

、
今

の
銀

座

松

屋

の
と

こ

ろ

に

あ

っ
た

天
狗

タ

バ

コ
岩

谷

商

会

の
店

頭

■
７

原
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
メ
ン
デ
ル
の
法
則
に
つ
い
て
も
、
天
を
介
在

さ
せ
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
き
わ
め
て
簡
単
と
思
わ
れ
る
、　
一

プ
ラ
ス
一
の
数
式
で
さ
え
、
答
は
二
と
云
い
さ
ら
な
い
。　
一
男

一
女
の

「
夫
婦
」
に
、
も
し
、
天
が
子
供
を
授
け
な
い
時
は
、
や
が
て
、
後
家

と
な
り
、
寡
と
な
っ
て
、　
一
と
な
り
零
に
帰
し
、
ま
た
、
天
が
子
供
を

授
け
る
時
は
、
三
に
な
り
、
時
に
四

（
双
生
児
）
に
飛
躍
す
る
場
合
も

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
、
こ
れ
に
似
た
考
え
方
を

し
た
よ
う
で
あ
り
、
釈
尊
も

「
諸
行
無
常
」
と
い
う
複
雑
な
時
空
概
念

を
思
索
し
て
、
物
を
考
え
た
。

明
治
維
新
を
中
心
に
、
前
後
の
、　
マ
イ
ナ
ス
、
プ
ラ
ス
の
明
治
年
間

の
諸
行
に
は
、
い
つ
も
流
れ
て
や
ま
な
い
天
命
の
渦
巻
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
生
々
流
転
す
る
諸
行
は
、
時
に
漂
い
、
時
に

泊
り
、
ま
こ
と
に
、
悠
々
然
と
し
て
い
る
。

太
平
の
眠
り
を
醒
ま
す
正
喜
撰

た
っ
た
四
杯
で
夜
も
眠
れ
ず

エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
寄
港
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
悠
閑
な
事
態

で
な

く
、
米
国
の
艦
砲
が
日
本
に
火
ぶ
た
を
切
ら
ん
と
す
る
寸
前
の
、
露
震

一
声
潰
海
駅
る
と
い
う
、
驚
天
動
地
の
場
合
に
さ
え
、
蜀
山
人
の
こ
の

狂
歌
が
人
々
の
共
感
を
呼
ん
で
い
た
。

明
治
の
中
期
に
、
米
国
タ
バ
コ
ト
ラ
ス
ト
が
、
日
本
に
侵

冦

し
来

り
、
我
が
国
の
タ
バ
コ
権
益
の
買
収
に
乗
り
か
か
っ
た
時
、
こ
れ
に
ガ

ン
と
し
て
立
ち
向
っ
た

一
介
の
町
人

・
岩
谷
松
平
は
、
全
国
民
の
支
援

を
求
め
る
べ
く
、
次
の
商
業
標
語
を
考
え
出
し
て
い
る
。

現
と
併
わ
せ
て
、
賦
の
表
現
を
心
掛
け
て
い
る
。

第
二
、
唯
こ
れ
天
に
し
て
、
汝
の
性
の
つ
た
な

き

を
な
け
―
―
こ
こ

で
、
汝
の
性
と
き
め
つ
け
、

「
天
地
不
仁
」
を
云
い
さ
か
せ
て
、
泣
け

と
命
令
す
る
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
無
慈
悲
な
仕
打
ち
が
、
な
ぜ
、
日
本
的
仏
教
の
大
成
し
た
も

の
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
急
ぐ
旅
で
も
な
い
芭
蕉
に
は
、
そ
の
捨
て

児
を
抱
き
か
か
え
て
、
富
士
川
の
ほ
と
り
の
庄
屋
か
寺
院

へ
預
け
て
、

救
済
す
る
余
地
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
食
い
物
、
着
物
を
与
え
て
、

介
抱
す
る
こ
と
も
で
き
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
へ
ん
が
文
化
国
家
の
社
会

事
業
家
や
教
育

マ
マ
と
、
考
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

芭
蕉
は
、
食
い
物
を
与
え
ず
、
投
げ
て
通
る
の
で
あ
る
。
捨
て
子
が

そ
れ
を
拾
っ
て
食
べ
よ
う
が
、
食
べ
ま
い
が
、
芭
蕉
自
身
に
は
か
か
わ

り
な
い
の
で
あ
る
。
捨
て
子
に
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
に
つ
な
が
る

仏
縁
が
具
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
重
ん
ず
る
立
場
に
芭
蕉
が
立
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の

「
天
性
」
は
、　
一
斉
の

「
天

一
定
」
お
よ
び
、

「
汝
の
天
」
に
通
じ
、
詩
経
の

「
周
の
命
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
芭
蕉
は
、
捨
て
子
を
、

「
子
育
て
地
蔵
」
か

「
道
祖
神
」
に
ま

か
せ
て
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
此
の
天
の
流
れ
を
、
西
郷
南
洲
の
「
敬
天
愛
人
」
に
見
、

夏
目
漱
石
の

「
則
天
去
私
」
に
見
る
。
ま
た
、
人
々
の
渡
世
に
、

「
人

事
を
尽
し
て
天
命
を
侯
つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、な
お
、

子
供
を

「
さ
ず
か
り
も
の
」
と
す
る
意
味
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
よ
う
に
、
東
洋
の
思
索
で
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
種
の
起

・

●

Ｌ

ロ

「
勿
驚
、
煙
草
税
金
、
タ
ッ
タ
三
百
万
円
」

天
狗
と
号
し
、
天
狗
タ
バ
コ
の
製
造
販
売
を
や
っ
て
い
た
こ
の
男
に

も
、
天
の
声
を
聞
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
昭
和
元
禄
の
商
語

の
性
急
な
い
じ
ら
し
さ
に
較
べ
て
、
い
か
に
悠
か
で
閑
や
か
で
あ
る
か

を
、
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
林
間
、
酒
を
暖
め
て
、
紅
葉
を
焼
く
」
（自
楽
天
）
。
酒
に
爛
を
す

る
場
合
、
外
の
熱
が
酒
に
伝
わ
っ
て
酒
が
暖
ま
る
、
と
い
う
説
明
は
、

わ
れ
わ
れ
の
次
元
で
は
充
分
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
外
の
温
と
中
の

冷
が
、
互
い
に
交
流
す
る
も
の
と
見
、
そ
の
働
ら
き
を

「
命
」
、　
そ
の

場
を

「
天
」
と
見
る
。
天
命
は
、
偶
然
で
あ
り
、
必
然
で
あ
り
、
忽
然

で
あ
り
、
悠
然
で
あ
る
。
こ
の
荘
厳
に
人
道
が
通
じ
、
そ
の
入
り
口
に

天
闇

（
天
の
問
）
が
あ
る
、
と
考
え
る
。

寒
山
は
、
「
人
、寒
山
の
道
を
問
う
も
、寒
山
、
路
通
ぜ
ず
」
と
吟
じ
、

時
に
、

「
登
渉
す
寒
山
の
道
、
寒
山
、
路
窮
ま
ら
ず
」
と
哺
い
た
。
イ

エ
ス
は
、

「
命
に
至
る
路
は
窄
く
、
そ
の
間
は
小
さ
し
、
そ
の
路
を
得

る
も
の
少
な
り
」
（
マ
タ
イ
伝
第
七
章
）
と
説
き
、
ま
た
、
「
汝
等
、
力

を
尽
し
て
、
窄
き
門
よ
り
入
れ
」
（
ル
カ
伝
第
十
三
章
）
と
教
え
た
。
ア

ン
ド
レ
ｏ
ジ
ー
ド
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

「
窄
き
門
」
を
）書
い
た
。

明
治
維
新
は
、
徳
川
の
封
建

「
黒
」
を
抹
殺
し
て
、
全
く
別
な
組
織

「
自
」
を
代
入
し
た
の
で
は
な
く
、
旧
新
の
交
換
作
用
が
、
創
造
的
に

行
な
わ
れ
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

北
宋
の
時
に
王
安
石
が
、
新
法
を
唱
道
し
、
旧
法
党
の
政
策
を
抹
殺

し
て
、

「
元
祐
党
藉
の
碑
」
を
建
て
て
、
旧
法
党
を
つ
る
し
あ
げ
に
し
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つ

１

ハ
-̈

―

岩
谷
松
平
雅
印
の
印
影
。
文
に
曰
く

「
回
益
之
親
玉
」
。
原
寸
十

一
糎
角

た
。
や
が
て
、
こ
の
新
法
が
行
き
詰
り
を
来
し
、
蘇
東
披
な
ど
元
祐
党

が
廟
堂
に
帰
っ
た
時
に
、
東
壊
は
、
新
法
を
む
げ
に
見
殺
し
に
し
な
か

っ
た
。
東
妓
居
士
の
中
に
は
仏
が
宿

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

江
戸
の
人
も
、
明
治
の
人
々
も
、
天
地
は
造
化
が
造
り
、
病
気
は
薬

る
。
日
本
の
詩
の
中
で
、
万
葉
に
も
乏
し
い
も
の
を
御
製
は
捉
え
て
い

た
。
ま
た
、
維
新
と
明
治
の
人
た
ち
の
詩
情
は
、
権
力
と
組
織
に
反
骨

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
夏
目
激
石
の
知
性
は
、
人
々
に
あ
ら
た
な
雅

風
を
吹
き
つ
け
て
、
官
僚
独
善
に
反
抗
さ
せ
、
森
鴎
外
は
、
独
特
の
稚

気
を
も
っ
て
、膨
大
な
組
織
、
強
大
な
権
力
の
日
本
陸
軍
を
椰
楡
し
た
。

取
る
に
足
ら
な
い
町
の
タ
バ
コ
屋

。
岩
谷
松
平

（東
洋
煙
草
大
王

・
国

醐嚇パ諄脚型悧澤〔『訓Ｔ聾ルシ」
す岡のしら
雪
ふみわけて草のい

師
が
治
し
、
結
婚
は
出
雲
の
神
が
と
り
し
き
り
、
交
通
は
間
魔
が
規
制

す
る
、
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
勧
進
帳
の
富
樫
の
中
に
巣
く
う
閻
魔
の

声
を
謡
い
、
そ
の
所
作
を
舞

っ
て
楽
し
む
の
で
あ
っ
た
。

明
治
維
新
、
昭
和
維
新

（
二
ｏ
二
六
事
件
）
と
い
う
よ
う
な
、
維
新

と
称
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
叛
乱
は
、
文
明
の
生
々
流
転
と
し
て
、
人
の
心

の
中
の

「
神
」
の
漂
泊
と
し
て
、
理
解
さ
れ
、
受
取
ら
れ
な
け
れ
ば
、

面
白
く
な
く
、
意
味
も
な
い
。

い
ま
、
明
治
維
新
の
特
質
を
拾
っ
て
見
れ
ば
、

第

一
に
、
被
圧
迫
階
級
で
な
く
、特
権
階
級
が
職
起
し
て
い
る
こ
と
。

第
二
に
、
物
ほ
し
気
で
な
く
、特
権
を
棄
て
よ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
。

第
三
に
、
独
善
的
割
拠
を
さ
け
て
、
大
同
に
つ
く
傾
向
が
強
い
こ
と
。

第
四
に
、
寄
ら
ば
斬
る
ぞ
は
、
話
合
い
の
補
充
に
す
ぎ
ず
、
天
命
の
指

示
に
従
っ
て
事
を
運
ぼ
う
と
心
掛
け
て
い
る
こ
と
。

第
五
、
人
心
が
、
天
命
に
安
住
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
日
本
史
と
日
本
外
史
が
、
交
々
作
用
し
て
対

立
の
間
に
話
の
筋
道
を
通
し
た
の
は
明
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
明
治
維
新
の
進
行
に
伴
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
幕
府
方

に
、
英
国
は
朝
庭
方
に
力
を
貸
そ
う
と
し
た
が
、
両
者
の
中
心
的
人
物

に
知
性
と
ロ
マ
ン
が
あ
つ
て
、
物
欲
し
気
が
薄
か
っ
た
の
で
、
両
国
と

も
深
入
り
す
る
こ
と
を
た
め
ら
つ
た
。

「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」

と
い
う
マ
タ
イ
伝
の
思
想
に
は
、
彼
等
も
哀
想
を
つ
か
し
、　
一‐貧
乏
人

の
子
沢
山
」
に
あ
さ
れ
て
い
る
間
に
、
明
治
維
新
は
成
就
し
た
。

明
治
天
皇
の
御
製
に
は
光
が
あ
り
、
王
風
（皇
風
）
が
そ

よ

ａ
で

い

守

■
〓
エ
ア

益
之
親
玉
）
こ
と
き
者
に
も
、　
一
種
の
王
気
が
見
ら
れ
た
。

明
治
維
新
は
、
黄
老
、
儒
仏
を
交
じ
え
、
人
世
の
花
と
し
て
地
上
に

開
き
、
実
を
結
ん
だ
。
明
治
陛
下
の
中
に
劉
備
玄
徳
が
、
西
郷
南
洲
の

中
に
諸
葛
孔
明
が
、
勝
海
舟
の
中
に
疱
姦
が
、
藤
田
東
湖
の
中
に
文
天

祥
が
、
百
田
松
陰
の
中
に
蘇
東
妓
が
、

佐
久
間
象
山
の
中
に
顔

真

郷

が
、
渡
辺
華
山
の
中
に
介
子
推
が
、
富
岡
鉄
斎
の
中
に
豊
千
が
い
た
。

そ
し
て
庶
民
の
中
に
は
孫
呉
空
や
河
童
が
う
こ
め
い
て
い
た
。
併
し
、

悪
魔
や
魔
女
の
如
き
、
非
人
格
の
物
は
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
て
い
た
。

維
新
後
に
、
征
韓
論
が
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
日
清
、
日
露
の

両
役
が
起

っ
た
。
日
本
は
、
こ
の
両
役
に
お
い
て
、
国
運
を
義
風
に
賭

け
て
や

っ
た
。
日
清
戦
争
は
、
遼
東
半
島
や
台
湾
が
欲
し
く
て
や
っ
た

の
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
得
た
遼
東
半
島
は
異
邦
人
の
干
渉
に
よ
り
、

あ
ま
り
未
練
を
残
さ
ず
に
還
附
し
て
い
る
。

明
治
陛
下
の
信
任
厚
か
っ
た
第
二
軍
司
令
官
の
乃
木
希
典
は
、
日
露

役
の
凱
旋
に
当

っ
て
、

「
一
将
、
功
な
り
て
、
万
骨
枯
る
」
と
、
涙
を

沸
し
て
い
る
。
彼
の
切
腹
は
ノ
ィ
ロ
ー
ゼ
の
せ
い
で
も
な
く
、
枯
れ
た

万
骨
に
佗
る
た
め
で
も
な
い
。
天
命
に
そ
む
い
て
生
き
な
が
ら
え
て
い

る
自
分
が
、
空
し
く
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
腹
切
り
と
い
う
も

の
が
西
欧
人
に
理
解
で
き
な
い
の
は
、
仕
方
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
ろ

そ
ろ
日
本
人
に
も
理
解
し
に
く
い
異
様
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
正
に
な

っ
て
か
ら
、
日
本
は
第

一
次
世
界
大
戦
に
参
加
し
、
ま
た

シ
ベ
リ
ヤ
に
出
兵
し
た
。
こ
れ
は
、
ル
ッ
ソ
ー
の
民
約
論
に
従

っ
て
、
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契‥約
を
履
行
し
た
ま
で
の
こ
と
で
、
義
風、と
は
関‥‐係
な
い
”

そ
の
頃
か
ら
、
日
本
人
の
気
風
が
欧
米
に
染
ま
っ
て
来
た
。
義
風
が

算
風
に
変
っ
て
来
て
、
神
が
声
を
ひ
そ
め
、
物
が
神
の
座
に
坐
っ
た
。

金
剛
神
が
人
心
の
焼
き
入
れ
の
た
め
に
下
し
た
と
い
わ
れ
る
鉄
鎚

・
関

東
大
震
災
の
直
後
に
、

「
国
民
精
神
作
興
に
関
す
る
勅
語
」
が
喚
発
さ

れ
た
が
、
精
神
な
ど
と
い
う
宙
ぶ
ら
り
ん
の
も
の
よ
り
は
、
当
時
の
日

本
人
は
お
金
が
欲
し
か
っ
た
。
金
が
な
け
れ
ば
西
欧
人
に
つ
き
合
え
な

い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
銀
座
の
ネ
オ
ン
が
派
手
に
な

る
た

め
に

は
、
ま
た
、
国
内
の
失
業
群
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
西
欧
に
な
ら
つ

た
殖
民
地
搾
取
が
、
い
ち
ば
ん
手
っ
と
り
早
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
は
や
が
て
、　
一
等
国
の
座
に
つ
き
、
軍
艦
と
大
砲
だ
け
が
民
族
の

し
あ
わ
せ
を
呼
ぶ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
に
な
っ
て
か
ら
満
州
事
変
か
ら
日
支
事
変
、
そ
れ
か
ら
大
東
亜

戦
争

へ
突
入
す
る
時
代
と
な
っ
た
。
こ
の
間
に
、
国
民
精
神
総
動
員
や

八
紘

一
宇
が
叫
ば
れ
た
が
、
不
在
の
神
に
呼
び
か
け
て
み
て
も
応
答
は

な
か
っ
た
。
八
紘

一
宇
と
い
う
言
葉
は
、
大
陸
の
権
益
擁
護
と
裏
腹
に

な
っ
て
、
か
え
っ
て
物
ほ
し
気
に
世
界
の
耳
目
に
響
い
た
。
こ
の
一
連

の
外
乱
に
私
は
従
軍
し
た
り
加
担
し
た
が
、
権
益
を
守
る
た
め
の
愛
国

心
は
、
愛
社
精
神
の
よ
う
な
も
の
に
転
化
し
て
い
た
。
日
本
人
の
愛
社

¨
詢
励
は
旗
ル
庫
一
〉
”
鏡
¨
嘲
嶽
秘
Ⅵ
に
輝
臨
罐
】

。 ．
日
本
帝
国
の

権
益
と
は
何
か
？
　
長
い
目
で
見
れ
ば
国
民
の
財
産
で
あ
ろ
う
が
、

国
内
の
大
義
が
消
滅
し
て
居
り
、
大
陸
殖
民
地
に
根
を
張
る
財
閥
と
軍

軍
歌
演
習
で
や
る
こ
と
を
命
じ
た
り
し
た
。
兵
隊
達
は
、
屈
原
の
義
気

に
酔
い
、
何
や
ら
憂
国
の
志
士
の
気
分
を
味
わ
い
、　
へ
ん
屈
な
世
の
中

に

一
脈
の
折
り
目
が
立
つ
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
。
併
し
、
こ
の
歌
は
、

事
件
直
後
禁
止
さ
れ
た
。

明
治
の
気
風
が
流
れ
て
い
た
時
代
は
、
変
乱
に
も
、
平
和
に
も
、
祈

り

（
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｙ
）
が
あ
っ
た
が
、
大
東
亜
戦
の
頃
に
な
る
と
、
い
つ
の

間
に
か
、
Ｒ
が
Ｌ
に
変

っ
て
、
遊
戯

（
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｙ
）
が
天
下

を
横

行

し
、
プ
ロ
レ
ス
の
反
則
の
よ
う
な
こ
と
が
平
気
で
行
わ
れ
る
ほ
ど
に
、

日
本
の
道
義
は
低
下
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
算
盤
で
は
じ
さ
出
せ
る
か

ぎ
り
の
合
理
主
義
と
、
無
機
質
の
法
が
人
間
を
縛
っ
て
い
た
。

昭
和
七
年
の
五

・
一
五
の
販
乱
者
は
、
時
の
首
相

・
犬
養
毅
の
命
を

奪

っ
た
が
、
こ
の
被
告
た
ち

（
海
軍
）
は
、
死

一
刀
を
減
ぜ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
る
に
、
そ
れ
か
ら
四
年
後
の
二
・
二
六
事
件
の
飯
乱
者
は
、

時
の
首
相

・
岡
田
啓
介
の
命
を
奪
い
そ
こ
な
っ
た
が
、
こ
の
被
告
た
ち

（
陸
軍
）
は
銃
殺
さ
れ
た
。
死

一
刀
の
加
減
は
陸
海
の
物
の
考
え
方
の

違
い
と
も
い
わ
れ
よ
う
が
、
私
は
社
会
の
断
層
を
そ
こ
に
認
め
る
の
で

あ
る
。
五

・
一
五
の
裁
判
に
は
、
朝
敵

・
西
郷
隆
盛
に
復
権
を
認
め
、

更
に
贈
位
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
法

（
き
め
ご
と
）
を
超
え
た
観
世
音

菩
薩
の
判
断
が
あ
っ
た
。
が
、
二
ｏ
二
六
の
軍
法
会
議
に
は
、
菩
薩
も

仙
人
も
介
入
で
き
ず
、
ル
イ
十
六
世
の
首
を
チ
ョ
ン
斬
っ
た
非
情
の
夜

叉
が
座
を
占
め
て
い
た
。

そ
ん
な
気
配
を
身
に
感
じ
て
い
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
事
件
の
直
後

第

一
師
団
の
満
州
派
遣
が
決
定
し
て
、
海
を
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
。
兵

間
の
み
が
肥
つ
て
、
我
が
世
の
春
を
謳
歌
し
、
そ
の
た
め
に
資
本
と
栄

達
に
縁
の
薄
い
、
水
呑
み
百
姓
や
町
人
の
小
悴
が
血
を
流
す
理
由
は
な

い
と
考
え
た
の
が
、
栄
達
を
約
束
さ
れ
た
二
ｏ
二
六
事
件
の
将
校
達
で

あ
る
。
精
神
が
失
わ
れ
て
義
気
が
薄
ら
い
だ
西
欧
に
似
た
当
時
の
社
会

相
に
は
、
社
会
主
義
の
理
論
が
、
割
合
い
に
う
ま
く
当
て
は
ま
っ
た
。

赤
い
灯
青
い
灯
が
揺
ぐ
道
頓
堀
の
川
波
は
、
明
治
の
軌
道
か
ら
脱
線

し
て
、
百
年
も
昔
、
十
九
世
紀
半
の
テ
ー
ム
ス
河
の
波
紋
に
似
て
き
て

い
た
。
そ
し
て
、　
一
方
、
大
正
期
に
施
行
を
見
た
普
通
選
挙
は
、
デ
モ

グ
ラ
シ
ー
を
推
進
し
、
多
数
決
を
乗
せ
た
船
を
、
流
行
と
い
う
舵
を
握

る
マ
ス
コ
ミ
が
誘
導
し
て
、
碩
廃

（
デ
カ
ダ
ン
ス
）
の
淵
に
追
い
や
っ

た
。
そ
し
て
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
知
性
は
、
そ
の
増
渦
の
中
で
蒸
発

し
、
歴
史
が
、
そ
れ
ま
で
に
、
保
持
育
成
し
た
真
善
美
は
、
株
主
総
会

の
議
決
権
方
式
の
前
に
、
ひ
れ
伏
し
た
。
こ
う
し
て
出
来
上
っ
た
権
力

は
、
前
時
代
の
力
が
、
権
力
と
組
織
に
反
抗
し
た
の
と
は
逆
に
、
天
皇

制
に
附
着
し
て
増
大
し
て
行
っ
た
。

そ
れ
故
に
、
二
・
二
六
事
件
は
、

「
君
側
の
奸
を
除
く
」
と
い
う
目

標
を
掲
げ
て
起

っ
た
。
こ
の
時
の
鉄
砲
の
引
き
金
は
、

「
御
免
」
の
挨

拶
で
矧
か
れ
た
し
、
抜
か
れ
た
軍
刀
は
、
「設
せ
」
の
祈
り
を
こ
め
て

斬
り
下
さ
れ
た
。

私
は
事
件
当
時
、
歩
兵
第

一
聯
隊
の
七
中
隊
に
所
属
し
、
周
番
上
等

兵
の
勤
務
を
と
っ
て
い
た
。
中
隊
長
山
口
一
太
郎
大
尉
は
、
常
々
、
老

蒻

藉

髯

饂

髪

り
己
麒

盗

『

令

裔

緊

導

羮

氣

が
亜
細
亜
」
を
、
こ
ん
な
替
え
唄
に
し
て
歌

っ
た
。

夕
食
の
お
か
ず
は
コ
ロ
ッ
ケ
、
さ
つ
ま
い
も

味
は
味
は
、
う
ま
ァ
く
な
い
、
わ
れ
ら
の
味
は

「
あ
な
た
は
、
二
。
二
六
事
件
に
つ
い
て
、
何
か
お
考
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
」

「
い
や
、
別
に
・‥
こ

「
そ
れ
で
は
、
二
・
二
六
事
件
に
つ
い
て
、　
一
番
印
象
の
深
か
っ
た

こ
と
は
？
」

「
さ
あ
ね
、　
コ
ロ
ッ
ケ
と
さ
つ
ま
芋
は
ま
ず
か
っ
た
が
、
里
芋
と
豚

肉
を
味
嗜
で
煮
た
や
つ
は
う
ま
か
つ
た
。
味
覚
に
残

っ
て
い
る
ね
」

二
月
の
末
に
な
る
と
、
農
家
は
芽
吹
き
前
の
里
芋
を
大
量
に
出
荷
す

る
。
街
の
焼
芋
屋
は
、
そ
ろ
そ
ろ
、
き
ぬ
か
つ
ぎ
屋
に
転
向
し
、
軍
隊

で
も
里
芋
を
大
量
に
仕
入
れ
る
。
寒
さ
に
耐
え
て
、
脂
の
の
り
き
っ
た

豚
も
う
ま
い
時
季
で
あ
る
。
里
芋
と
豚
肉
を
無
雑
作
に
切
り
、
こ
れ
を

味
嗜
で
煮
っ
こ
ろ
が
し
に
し
た
お
か
ず
は
、
何
と
も
云
え
な
い
珍
味
だ

っ
た
。
こ
れ
は
歩
兵

一
聯
隊
の
名
物
料
理
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
お
か
ず
で
、
麦
飯
を
パ
ク
つ
い
て
か
ら
、
周
番
上
等
兵
の
私

は
、
中
隊
事
務
室
で
番
茶
を
喋
っ
て
い
た
。
消
灯
ラ
ッ
パ
が
営
庭
に
響

き
渡
っ
て
、
不
寝
番
が
隊
内
を
巡
り
始
め
た
。
間
も
な
く
、
火
災
盗
難

の
予
防
を
主
務
と
す
る
不
寝
番
の
一
人
が
、
中
隊
長
室
れ
ら
酒
瓶
を
預

か
っ
て
来
て
、
爛
を
せ
よ
と
い
わ
れ
た
、
と
い
う
。
そ
の
取
締
り
の
役
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の
私
は
、
冷
酒
を
少
々
ピ
ン
ハ
ネ
し
て
、
そ
の
あ
と
を
、
や
か
ん
で
暖

め
て
、
不
寝
番
に
運
ば
せ
る
。
将
校
の
出
入
り
が
は
げ

し

く
、

「
敬

礼
／
」
と
叫
ぶ
不
寝
番
の
声
が
絶
え
間
な
い
。
事
務
室
の
つ
ま
み
に
せ

よ
と
、
中
隊
長
殿
が
よ
こ
さ
れ
ま
し
た
、
と
、
不
寝
番
が
殻
つ
き
の
南

京
豆
を

一
つ
か
み
持
っ
て
来
る
。

「
お
前
、
ピ
ン
ハ
ネ
を
中
隊
長
に
云
っ
た
、
な
」

「
い
や
、
申
し
ま
せ
ん
」

「
物
入
れ
の
、
そ
の
ふ
く
ら
ん
で
る
物
は
、
何
だ
」

「
は
い
、
落
花
で
あ
り
ま
す
」

「
あ
あ
そ
う
か
」

花
吹
雪
日
本
淋
し
く
な
り
に
け
り
　
　
〓円
　
　
嵐

（永
田
秀
次
郎
）

こ
ん
な
句
と
自
分
た
ち
と
の
関
連
に
心
を
留
め
ぬ

一
銭
五
厘
の
兵
隊

は
、　
ニ
コ
ニ
コ
し
て
敬
礼
し
て
出
て
行
く
。
二
月
二
十
五
日
の
夜
半
も

過
ぎ
て
、
間
の
営
庭
に
、
と
め
ど
な
く
雪
が
降

っ
て
い
る
。
周
番
下
士

の
石
田
伍
長
が
、　
コ
ロ
田
、
そ
ろ
そ
ろ
寝
よ
う
と
す
る
か
」
之
云
う
。

降
る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
　
　
　
　
　
　
草

田

男

雪
は
豊
年
の
兆
と
も
い
う
が
、
時
に
悲
劇
を
生
む
こ
と
が
あ
る
。
義

士
の
討
入
り
も
、
桜
田
の
変
も
、
ま
た
昭
和
維
新

も
雪

に
化
粧
さ
れ

た
。
今
日
出
海
氏
は
、

「
西
洋
の
悲
劇
は
人
と
人
と
の
葛
藤
か
ら
生
ま

れ
る
が
、
日
本
の
悲
劇
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
の
よ
う
に
、
運
命

の
悲
劇
で
あ
る
」
と
、
云
っ
た
。

願
く
ば
花
の
も
と
に
て
春
死
な
ん

そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
行
法
師

古
来
、
日
本
人
は
生
死
を
命
運
と
見
、　
こ
れ
を
花
鳥
風
月
に
托
し

て
、
人
は
そ
の
陰
に
身
を
潜
め
て
、
こ
れ
を
運
り
合
わ
せ
と
観
じ
て
き

た
。
仏
教
の
無
常
観
や
不
浄
観
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
雪
月
花
に
掩

わ
れ
る
と
、
日
本
的
な
香
り
を
帯
び
て
く
る
。
興
亡
も
変
遷
も
、
戦
乱

も
泰
平
も
、
命
運
で
あ
り
、
縁
で
あ
る
と
見
る
。
従

っ
て
、
そ
の
中
で

の
人
間
の
渡
世
を
「
運
鈍
根
」
で
割
り
切
る
こ
と
と
し
、
決
し
て
エ
ネ
ル

ギ
ー
や
資
本
力
を
用
い
よ
う
と
し
な
い
。
哀
し
み
を
、
む
ら
雲
に
月
が

か
く
れ
る
が
如
く
感
じ
、　
一
陣
の
風
に
散
る
落
花
に
歓
こ
び
を
感
ず
る

の
で
あ
る
。

川
端
康
成
氏
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
の
夜
、「
秋
の
野
に
鈴
鳴
ら
し
行

く
人
見
え
ず
」
と
句
し
た
。
野
を
行
く
巡
礼
の
姿
は
見
え
ず
、
た
だ
鈴

の
音
だ
け
が
聞
こ
え
て
く
る
。
人
間
に
纏
わ
る
命
運
―
毀
誉
と
褒
貶
―

が
、
尾
花
が
揺
れ
る
よ
う
に
、
鈴
の
音
の
中
で
響
き
合

っ
て
い
る
で
は

な
い
か
。
幽
け
く
も
明
ら
か
に
、
治
維
新
／
ヽヽ
と
。

ヽ
　

　

こ
の

「
明
治
維
新
考
」
は
、
東
京
名
物
誌
の
明
治
百
年
記
念
第
二
号
の
た
め

に
、
特
に
執
筆
を
ね
が
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
明
治
百

一
年
早
春
号

に
掲
載
さ
れ
ま
し
て
、
各
方
面
か
ら
絶
賛
を
博
し
た
作
品
で
あ
り
ま
す
。
今
回

も
財
団
法
人

。
東
洋
文
庫
等
か
ら

永
久
保
存
の
指
定
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま

す
。
少
し
く
長
編
に
堕
す
る
こ
と
と
、
内
容
か
ら
し
て
庖
丁
余
語

に
は
適
せ

ず
、
と
、
筆
者
は
云
わ
れ
ま
す
が
、
今
回
の

「
明
治
維
新
考
」
は
、
若
い
方
々

と
の
語
ら
い
と
い
う
点
で
、
前
回
の

「
寒
山
片
雲
」
と
、
そ
の
前
の

「
肉
食
談

義
」
と
は
、
別
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
貴
重
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ

を
庖
丁
余
語
第
七
号
と
し
て
、
再
版
を
お
勧
め
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
弊

誌
掲
載
の
文
章
に
、
多
少
筆
を
加
え
て
頂
き
、
東
翠

・
清
水
童
三
先
生
の
題
字

を
掲
げ
、
更
に
各
方
面
の
御
好
意
に
よ
る
図
版
を
追
加
し
て
、
滋
に
再
版
い
た

し
ま
し
た
。　
　

　

　

　

　

東
京
名
物
編
集
主
幹
　

千
賀

冨

士
男
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