
で
あ
る
が
、
斎
藤
茂
吉
あ
て
の
書
簡
（
昭
和
二
・
三
・
二
八
付
）
に
「
河
童
な
ど
は

時
間
さ
へ
あ
れ
ば
、
ま
だ
何
十
枚
で
も
書
け
る
つ
も
り
」
と
書
い
た
よ
う
に
、
関
口

安
義
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
晩
年
の
芥
川
作
品
と
し
て
は
例
外
と
い
っ
て
も
よ
い

伸
び
や
か
さ
が
あ
り
、
自
由
に
書
き
飛
ば
し
て
い
る
」（『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』

勉
誠
出
版
、
平
成
一
二
・
六
）
印
象
さ
え
与
え
る
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
筆
致
で

書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
河
童
の
存
在
へ
の
思
い
の
切
実
さ
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
思
い
に
よ
っ
て
小
説
『
河
童
』
を
書
い
た
昭
和
二

年
で
あ
る
が
、
芥
川
は
そ
の
前
年
の
大
正
一
五
年
四
月
一
五
日
に
自
殺
の
意
向
を
小

穴
隆
一
に
告
げ
た
こ
と
を
小
穴
は
『
二
つ
の
絵
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
三
一
・
一
）

に
書
き
留
め
て
い
る
。
解
決
の
つ
か
な
い
精
神
的
苦
悩
と
、
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か

け
る
よ
う
に
生
じ
る
身
辺
の
問
題
、
そ
の
中
で
、
一
切
を
切
り
離
し
た
河
童
と
の
交

流
の
異
空
間
を
創
作
す
る
こ
と
に
没
頭
し
て
い
る
芥
川
の
心
情
が
推
測
で
き
る
。

　

作
品
は
或
る
精
神
病
院
の
患
者
で
あ
る
「
第
二
十
三
号
」
が
、
上
高
地
の
温
泉
宿

か
ら
穂
高
山
へ
登
ろ
う
と
し
て
梓
川
の
谷
で
一
匹
の
河
童
に
出
会
っ
て
、
河
童
の
国

に
紛
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
体
験
を
、
精
神
病
院
の
院
長
の
Ｓ
博
士
や
「
僕
」
を
相
手

に
長
々
と
話
し
た
こ
と
を
「
僕
」
が
「
可
な
り
正
確
に
写
し
た
も
の
」
と
し
て
、
そ

の
内
容
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

内
容
は
こ
う
で
あ
る
。
河
童
の
国
に
紛
れ
込
ん
だ
「
第
二
十
三
号
」
で
あ
る
僕
は
、

河
童
の
国
の
法
律
の
定
め
に
よ
っ
て
「
特
別
保
護
住
民
」
の
資
格
で
、
医
者
の
チ
ャ

ッ
ク
の
家
の
隣
に
住
む
。
僕
は
河
童
の
こ
と
ば
を
習
い
、
風
俗
や
習
慣
に
も
次
第
に

慣
れ
る
よ
う
に
な
る
。
僕
の
観
察
し
た
河
童
の
社
会
は
、
不
思
議
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、

例
え
ば
人
間
が
真
面
目
に
思
う
こ
と
を
お
か
し
が
り
、
人
間
が
お
か
し
が
る
こ
と
を

　

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
七
月
二
四
日
未
明
、
睡
眠
薬
に
よ
っ
て
こ
の
世
を
去
っ

た
芥
川
龍
之
介
の
創
作
人
生
は
、
最
後
ま
で
懸
命
に
生
き
抜
い
た
闘
い
の
人
生
で
あ

っ
た
。『
歯
車
』『
西
方
の
人
』
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
群
は
ま
さ
に
そ
の
壮
絶
な
闘

い
を
懸
命
に
生
き
た
軌
跡
を
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
芥
川
が
昭
和
二
年
の
三

月
号
の
雑
誌
『
改
造
』
に
発
表
し
た
『
河
童
』
は
、
晩
年
の
壮
絶
な
闘
い
の
人
生
と

対
置
し
て
見
れ
ば
こ
の
作
品
に
託
し
た
作
者
の
思
い
が
切
実
に
感
じ
と
れ
よ
う
。

　

芥
川
が
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
頃
か
ら
し
き
り
に
河
童
の
画
を
描
い
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
河
童
の
画
を
か
き
出
し
た
こ
ろ
に
親
友
小
穴
隆
一
に
あ

て
た
書
簡
に
、「
こ
の
頃
河
童
の
画
を
描
い
て
い
た
ら
、
河
童
が
可
愛
く
な
り
ま
し

た
」
と
書
き
「
短
夜
の
清
き
川
瀬
に
河
童
わ
れ
は
人
を
愛か

な

し
と
ひ
た
泣
き
に
け
り
」

（
大
正
九
・
九
・
二
二
付
）
と
い
う
歌
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
歌
を
よ
め
ば
芥
川
が

伝
説
の
生
物
で
あ
る
河
童
の
不
可
思
議
さ
、
無
気
味
さ
、
世
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ
の
中
に
、
そ
の
河
童
の
イ
メ
ー
ジ
に
共
感
し
、
自
ら
の
孤
独
、
寂
し
さ
、

哀
し
さ
と
い
っ
た
心
情
を
仮
託
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

芥
川
の
河
童
へ
の
関
心
は
亡
く
な
る
ま
で
続
く
が
、
河
童
の
画
を
盛
ん
に
書
い
て

い
る
大
正
一
一
年
に
、『
河
童
』
と
題
し
た
短
編
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の

「
河
童
の
棲
息
は
認
め
な
い
」
と
い
う
定
説
に
対
し
て
、「
河
童
は
水
中
に
棲
息
す

る
」
と
言
い
張
っ
た
文
章
で
あ
る
。
芥
川
が
本
気
で
河
童
の
棲
息
を
主
張
し
た
か
は

疑
わ
し
い
が
、
彼
は
、
自
分
の
分
身
の
よ
う
に
親
近
感
を
持
つ
河
童
に
対
し
て
、
現

代
の
科
学
的
基
準
で
判
断
す
る
の
で
な
く
、
心
情
に
お
い
て
河
童
は
存
在
し
て
い
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

　

そ
の
芥
川
が
今
日
知
ら
れ
て
い
る
小
説
『
河
童
』
を
書
い
た
の
は
昭
和
二
年
三
月

連
載
　

日
本
文
学
つ
れ
づ
れ

近
現
代
文
学
編

第
26
回

関
西
学
院
大
学
名
誉
教
授
　
細
川
正
義

一
九
二
〇
年
代
の
混
沌
の
中
を
闘
い
通
し
た
　
芥
川
龍
之
介

―
孤
独
と
寂せ

き

寥り
ょ
う

の
中
で
求
め
た
〈
癒
し
の
空
間
〉『
河
童
』
の
世
界
―

18



ま
し
た
」（
昭
和
二
・
四
・
三
付
）
と
書
き
送
っ
た
こ
と
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。

関
口
氏
は
「
そ
れ
は
世
界
的
不
安
現
象
の
中
に
あ
っ
て
闘
い
、
傷
つ
い
た
魂
を
理
解

し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
こ
と
ば
で
も
あ
る
」（『
芥
川
龍
之
介
新
論
』
翰
林
書

房
、
平
成
二
四
・
五
）
と
捉
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
吉
田
に
「
あ
な
た
の
批
評
だ
け

僕
を
動
か
し
ま
し
た
」
と
書
き
送
っ
た
心
情
に
は
関
口
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
こ
れ

ま
で
の
人
生
の
中
で
「
闘
い
、
傷
つ
い
た
」
そ
の
苦
闘
の
軌
跡
を
、
芥
川
が
最
も
愛

着
を
抱
い
て
き
た
河
童
の
国
に
取
り
込
み
、
そ
こ
で
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
、
第

三
者
的
に
眺
め
る
位
置
に
「
僕
」
を
設
定
し
て
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
、「
僕
」
に
と

っ
て
河
童
の
国
が
苦
闘
の
現
実
世
界
に
対
す
る
癒
し
の
空
間
と
な
る
こ
と
を
求
め
よ

う
と
し
た
、そ
の
思
い
を
汲
み
取
っ
て
く
れ
た
吉
田
に
感
謝
を
示
し
た
と
解
釈
で
き
る
。

　

高
橋
龍
夫
氏
が
『
河
童
』
の
作
品
構
造
か
ら
、「
第
二
十
三
号
」
の
話
を
聞
く
「
僕
」

に
着
目
し
て
「
こ
こ
に
は
狂
人
へ
の
関
心
と
、
狂
人
の
語
る
こ
と
に
対
す
る
共
感
が

介
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。」（「
病
・
老
い

―
『
河
童
』
に
お
け
る
狂
気
の
行

方
」
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞  

別
冊
、
至
文
堂
、
平
成
一
六
・
一
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
第
二
十
三
号
」
の
河
童
の
国
の
話
に
〈
共
感
〉
を
抱
く
語
り
手
「
僕
」
の
視
点
で

描
か
れ
る
こ
と
で
、
語
り
手
で
あ
る
「
僕
」
も
ま
た
「
第
二
十
三
号
」
の
癒
し
の
空

間
に
対
し
て
仰
望
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
語
り

手
の
「
僕
」
が
作
者
芥
川
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で

あ
り
、
死
を
眼
前
に
し
て
孤
独
と
恐
怖
に
苛
ま
れ
な
が
ら
苦
闘
す
る
最
晩
年
の
芥
川

が
、
癒
し
の
空
間
と
し
て
の
〈
河
童
の
世
界
〉
を
描
き
、
そ
の
空
間
体
験
を
仰
望
す

る
こ
と
で
、
し
ば
し
の
心
の
解
放
と
自
由
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

足
立
直
子
氏
は
発
狂
し
た
ヘ
ッ
プ
に
対
し
て
「
僕
は
Ｓ
博
士
さ
え
承
知
し
て
く
れ

れ
ば
、
見
舞
い
に
行
っ
て
や
り
た
い
」
と
記
し
て
終
る
作
品
を
「
つ
ま
り
、〈
狂
気
の

男
〉
の
物
語
は
、〈
信
じ
る
男
〉
の
物
語
で
も
あ
り
、
そ
の
危
う
い
と
こ
ろ
で
の
均
衡

の
中
に
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
魅
力
が
あ
る
」（『
芥
川
龍
之
介  

異
文
化
と
の
遭
遇
』

双
文
社
出
版
、
平
成
五
・
二
）
と
捉
え
て
い
る
。
人
間
味
豊
か
な
「
第
二
十
三
号
」
の

語
り
ゆ
え
に
聞
き
手
の
「
僕
」
が
関
心
を
深
く
し
た
と
も
い
え
る
。
最
晩
年
の
苦
闘

の
中
で
人
間
味
の
あ
る
癒
し
の
空
間
に
ま
つ
わ
る
『
河
童
』
世
界
を
描
い
た
と
こ
ろ

に
、
人
間
芥
川
の
魅
力
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

真
面
目
に
思
う
。
ま
た
河
童
の
国
の
出
産
で
は
、
父
親
が
母
親
の
生
殖
器
に
口
を
つ

け
て
、「
お
前
は
こ
の
世
界
へ
生
ま
れ
て
来
る
か
ど
う
か
、
よ
く
考
え
た
上
で
返
事

を
し
ろ
」
と
大
き
な
声
で
尋
ね
る
。
腹
の
中
の
子
が
、「
僕
は
生
ま
れ
た
く
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
返
事
を
す
る
と
産
婆
が
生
殖
器
に
硝が
ら
す子

の
管
を
突
き
こ
ん
で
液
体
を
注

射
し
、
腹
を
縮
ま
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
ほ
か
河
童
の
国
の
出
来
事
と
し
て
と
り
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、
恋
愛
・
家
族
制
度
・
芸
術
・
自
己
の
才
能
・
官
憲
の
横
暴
・
資
本
主

義
・
法
律
・
自
殺
・
宗
教
等
の
問
題
で
あ
る
。
河
童
の
国
で
一
番
勢
力
の
あ
る
宗
教

が
「
生
活
教
」
と
称
し
て
「
旺
盛
に
生
き
よ
」
を
教
え
と
し
て
い
る
こ
と
は
印
象
的

で
あ
る
。
僕
は
だ
ん
だ
ん
こ
の
国
に
い
る
こ
と
も
憂
鬱
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
人
間

の
国
へ
帰
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、
年
を
と
っ
た
河
童
の
手
引
き
で
人
間
の
国
に
戻
る
。

が
、
僕
は
人
間
社
会
に
適
応
で
き
ず
、
河
童
の
国
へ
戻
る
た
め
中
央
線
の
列
車
に
乗

ろ
う
と
し
て
巡
査
に
つ
か
ま
り
、
病
院
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
早
発
性
痴
呆
症
と

の
診
断
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
僕
の
状
態
を
実
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
河
童
の
国
か

ら
マ
ッ
グ
が
持
っ
て
来
た
、
亡
く
な
っ
た
詩
人
ト
ッ
ク
の
全
集
の
詩
を
読
む
と
い
っ

て
「
古
い
電
話
帳
を
ひ
ろ
げ
」
大
き
な
声
で
読
み
は
じ
め
る
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
。

現
実
世
界
で
は
狂
人
と
な
っ
た
「
第
二
十
三
号
」
の
僕
が
こ
の
よ
う
に
河
童
の
国
の

体
験
を
語
り
、
狂
人
と
な
っ
た
ヘ
ッ
プ
に
対
し
て
「
僕
は
Ｓ
博
士
さ
え
承
知
し
て
く

れ
れ
ば
、
見
舞
い
に
行
っ
て
や
り
た
い
の
で
す
が
ね
…
」
で
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

　

河
童
の
国
の
体
験
を
語
る
「
第
二
十
三
号
」
の
回
想
に
は
、
関
口
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
「
伸
び
や
か
さ
」
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
冒
頭
で
「
第
二
十
三
号
」
が
Ｓ

博
士
や
こ
の
作
品
の
語
り
手
と
な
る
「
僕
」
に
体
験
を
語
っ
た
あ
と
、「
出
て
行
け
！  

こ
の
悪
党
め
が
！  

貴
様
も
莫ば

迦か

な
、
嫉
妬
深
い
、
猥わ

い

褻せ
つ

な
、
図
々
し
い
、
う
ぬ
惚

れ
き
っ
た
、
惨
酷
な
、
虫
の
善
い
動
物
な
ん
だ
ろ
う
。
出
て
行
け
！  

こ
の
悪
党
め

が
！
」
と
怒
鳴
り
つ
け
て
い
る
よ
う
に
、
狂
人
と
し
て
の
「
第
二
十
三
号
」
も
印
象

付
け
て
い
る
。
狂
人
と
な
っ
た
「
第
二
十
三
号
」
が
、
し
か
し
河
童
の
国
に
対
し
て

は
「
僕
は
Ｓ
博
士
さ
え
承
知
し
て
く
れ
れ
ば
、
見
舞
い
に
行
っ
て
や
り
た
い
」
と
言

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
芥
川
が
こ
の
作
品
を
執
筆
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は

吉
田
泰
司
が
こ
の
作
品
を
「
作
者
の
痛
ま
し
い
信
仰
の
告
白
」
と
評
し
た
こ
と
に
対

し
て
芥
川
が
「
あ
ら
ゆ
る
『
河
童
』
批
評
の
中
で
あ
な
た
の
批
評
だ
け
僕
を
動
か
し
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