
表

と

裏

佐

藤

正

憲

暮

に
な
る
と
こ
の
掛
物
を
と
り
出

す

こ

と

が
多

い
。
箱

に
は
何
も
書

い
て
な

い
し
、
極
め

の
札
も
入

っ
て
い
な

い
。
箱
書
を
す

る
な
ら
九
条
家
本
延
喜
式

紙
背
仮
名
消
息
と
す
べ
き

で
あ
る
。

九
条
家

本
延
喜

式

と
い
え
ぽ
た
し
か
国
宝
か
重
要
文
化

財
に
な

っ
て

い
た
と
思
う
。

延
喜
式
と
し
て
は
現
存
最
古

の
写
本

と

し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
書

写
年
代

は
明

ら
か
で
な

い
が
、
平
安
後
期

の
も

の
で
あ

る
こ
と
が
そ

の
筆
蹟

で
わ
か
る
。

九
条
家

に
伝
え
ら
れ

た
が
昭
和
十

六
年

国
有

に
帰

し
、
現
在

は
東
京

国
立
博
物
館

に
保
管
さ

れ
て
い
る
。
完
本

と
は
言
え
な

い
が
、
延
喜
式

の
大

部
分
が

二
十

八
の
巻
子
本
と

し
て
残

っ
て

い
る
。

使

い
捨

て
の
古

い
文
書

・
記
録

・
消
息

の

ほ

こ

を

継

ぎ
合

せ
、
そ

の
裏
面
を
使

っ
て
延
喜

式
を
書

写
し
た

も

の
で
あ
る
。
紙
背

の
文
書

の
う
ち
年
号

の
見

ら
れ

る
も

の
が
あ

っ
て
、

宝
亀

か
ら
承
暦

ま
で
お
よ
そ
三

百
年

に
わ
た
る
期
間

の
ほ
ご

と
い
う

こ
と

で
あ

る
。

延
喜
式

の
価
値
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
こ
れ
ら
紙
背
文

書
も
根
本
資
料
と
し
て
注
目

さ

れ

る

と
こ
ろ
で
あ

る
。

戦
後

間
も
な
く
伊
東
卓
治
氏

ら
を
世
話
役

と
し

て
催
さ
れ
た
名
筆

鑑
賞

会
に
お
い
て
、

こ
の
中

の
数

巻
が
展

示
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
が
、

こ
の
時
も
会

の
目
的
は
む
し
ろ
紙
背

を
研
究
す

る
こ
と

に
主
眼
が

あ

っ
た
よ
う

に
思
う
。
紙
背

は
薄
紙

で
裏
打
ち
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
透
け

て
文
字

を
読
む

こ
と
が
で
き

る
。
私
自
身

は
表

の
延
喜
式

の
方
も
も

っ
と
よ
く
鑑

賞
し

た
か

っ
た
。
書
道
史

の
上
か
ら
は
、
も

っ
と
も

っ
と
高
く
評
価
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な

い
と
い
う
考
え

を

も

っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
幹
事

の

一
人

に
、

そ
の

こ
と
を
言
う
と
、

あ
の
時
代

で
は
こ
の
程
度

の
も

の

は
だ
れ
で
も
書

い
た
の
で
は
な
い
か
と
言

っ
て
と
り

あ
わ
な
か

っ
た
こ
と
を
今

で
も
忘
れ
な

い
。
紙
背
文

書

の
中

に
仮
名
消
息
が
あ

る
が
、
そ
れ

は
少
な
く
、
わ

ず

か
三
巻

に
見
え

る
だ
け

で
あ

る
。
そ

の
中

に
長
元

の
年
号
を
持

つ
文
書
が
あ

っ
て
、
仮
名
消
息

の
書
か

れ
た
時
代
も

ほ
ぼ
そ

の
前
後
と

い
う

こ
と
が

い
わ
れ

て

い
る
。

架
蔵

の
掛

物
は
そ

の
仮

名
消
息

の

一
通
が

抜

け
出
し
た
も

の
で
あ
る
。

紙
幅

は
縦

二
十
九

セ
ン
チ
、
横

四
十

五

セ
ン
チ
。

消
息

を
表

に
出
し
て
あ

る
か
ら
延
喜
式

の
方

は
裏

に

な

っ
て
い
る
。
延
喜
式

の
墨
が
表

に

し

み

出

て
い

て
、

お
よ
そ
拾

い
読

み
が

で
き

る
。
得
業
士

と
い
う

語
な

ど
あ

っ
て
大
学
令

の

一
部

で
あ

る
。
消
息
は
中

央

よ
り
右
寄
り

に
書

か
れ

て
い
る
。

六
行
、
流
麗
な

筆
蹟

で
あ

る
。
右

に
も
左

に
も
、
左
は
特

に
た

っ
ぷ

り
余
白
が
あ

っ
て
、
短

い
な
が
ら
完
結
し
た
文
章

で

あ

る
。
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
行
立

て
で
書

か
れ
て

い

る
。

あ
可
良
佐
ま

に
い
ま

の

ほ
と
尓
ま

い
ら
世
多

ま

へ

あ
那

い
世
佐
世
多

ま
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不

へ
支

こ
と
は

へ

利

天
な
む

可
那
ら
春
く

「
あ
か
ら
さ
ま
に

い
ま
の
ほ
ど

に
ま
い
ら

せ
た
ま

へ
。
あ
な

い
せ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き

こ
と
は
べ
り

て
な

む
。
か
な
ら
ず
く

」
と
読
め
る
。右

釈
文

中
、漢
字

で

示

し
た

の
は
使
用
さ
れ
て

い
る
草
仮

名

の
字

源
で
あ

る
。

こ
れ

で
わ

か
る
よ
う

に
、
き
わ

め
て
平
易
な
仮

名
文
字
ぼ

か
り

で
、
当
時
女
手

と
呼
ぼ
れ
た
姿
を

よ

く

示
し
て
い
る
。
墨

の
濃
淡

は
あ
ま
り
目
立

た
な

い

が
、

「
劇
か
ち
さ
ま
…
」

「
剥

い
ら

せ
:
」

「
ふ

へ

き
…
」

「
ま

へ
…
」
で
墨
継
ぎ

を
し
て
い
る
よ
う
だ

。

「
ば

へ
…
」

の
墨
継
ぎ
は
早

い
よ
う
だ
が
、
実

は
、

い

っ
た
ん

「
…
べ
き

こ
と
な
む
」

と

書

い

た

の
を

「
な
む
」

の
上

に
重
ね
て

「
は

へ
」

と
書

い
て
、
書

き
直

し
て

い
る
。
書
き
直
す
と
き

に
、
墨
を

つ
け
た

よ
う

で
あ

る
。
各
字

ほ
と
ん
ど
切
れ

め
な

し
と

い

っ

て
よ
い
ほ
ど

の
連
綿
は
、
見
事

と

い

っ
て
よ

い
。

行

末

は
大
体
そ
ろ

9
て
い
る
が
行
頭
は
前
掲

の
通
り
高

低
が
あ

っ
て
、
ち
ら

し
の
形
式
を
と

っ
て

い
る
。

こ

の
ち
ら

し
は
素
朴
単
純

で
嫌
味
が
な
く
、
寸
松
庵
色

紙

に
似

て
い
る
。

「
ま
闘
ら

せ
」

の
仮
名
遣

い
は
注
目
す

べ
き

で
あ
、

ろ
う
。

「
あ
な

い
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」

と
い
う
最
大
級

の
敬
語

を
使

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
消
息
が

さ
る
高
貴

の
あ
た
り

の
意
向

に
も
と
つ

い
て
人
を
呼

び
出
す
た

め
の
も

の
と
知
ら
れ
る
。
枕
草

子
に
で
も

出

て
き
そ
う
な
情
景
が
思

い
浮

べ
ら
れ
る
。
筆

者
は

男

で
あ

ろ
う

か
女
で
あ
ろ
う
か
。

流
麗
で
は
あ
る
が

筆
線

は

つ
よ
い
。

つ
よ
い
か
ら
と
言

っ
て
男

の
手

と

は
き

め
ら
れ

ま
い
。
呼
び
出
さ
れ

る
人
物
は
、

こ
れ

は
ど
う
し
て
も
女
性

と
し
た
い
。

こ
ん
な

こ
と
を
頭

に
描
き
な
が
ら
楽

し
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
表
装

は

あ
ま
り
感

服
し
な

い
が
、

や
り
直
す

に
は
相
当
か

か

る
で
あ
ろ
う
。
急

ぐ
必
要

は
な
い
。

こ
の
掛
物
は
ち

ょ
う
ど
今

か
ら
二
十
年
前
、
暮

の

古
書
入
札
会
で
手

に
入
れ
た
も

の
で
あ

る
。
戦
後

の

ど
さ
く
さ
も
次
第

に
落
ち

つ
い
て
き
て
、古
美
術

、骨

董

の
類
も
値
を
上
げ
て
き
た
。

も
う
我

々
の
手

に
は

負
え
な

い
と
あ
き
ら

め
か
け
て

い
た
時

期

に
、

こ
の

掛
物

に
偶
然
出
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
買
う

つ
も
り
で

入

っ
た
わ
け

で
も

な
い
入
札
会

に
、
西
行
上
人
消
息

と
し
て
展

示
さ
れ

て
い
る
前
を
通
り
す
ぎ

よ
う
と
し

て
、
裏

の
文
字
が

目
を
引

い
た
の
で
あ

る
。
近
く

に

寄

っ
て
熟
視

す
る
と
、

ま
こ
う

か
た
な
き
延
喜
式

で

は
な

い
か
。
鎌
倉
時
代

の
仮
名
消
息

に
は
、

し
ぼ

し

ば
西
行
、
文
覚
、
頼
朝

な
ど

の
名
が
冠

せ
ら
れ

る
。

大
し
た
も

の
で
は
な

い
と
こ
の
道

に
通
ず

る
人

は
か

え

っ
て
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

こ
こ
で
欲
が
出
た
。
業

者
に
相

談
す
る
と
、

た
め
し

に
入
れ
た
ら
と

い
う

こ
と
で
頼
ん
で
帰

っ
た
。
そ
れ

が
落

ち
た

の
で
あ

る
。
大
晦
日
家

に
持

っ
て
き

て
床

に
掛

け
た
。
昭
和

三
十

八
年

の
正
月

は
い
い
気
分

で

あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
博
物
館

の
九
条
家
本
延
喜
式

を
見

る

と
欠
落
し
て

い
る
筈

の
こ

の

一
紙
が
抜
け

て
い
な
い

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
び

っ
く

り
し
た
。

わ
が
家

の

も

の
に
つ
い
で

の
自
信
は
少
し
も
ゆ
る
が

な
い
が
、

館

の
そ

の
部
分

も
補
写
な
ど
と

い
う

こ
と
は
で
き
な

い
。
全
く
同

一
人

の
手

と
し
か
見

ら
れ
な

い
。

こ
れ

は

一
体
ど
う

い
う

こ
と
か
。

こ
の
事

に
つ
い
て
福

田
喜
兵
衛
氏
は

「
む

い
た

の

だ
。
表
裏
分
離

し
た
の
だ
」
と
言
わ
れ
た
。

こ
の
種

の
紙
が

む
け

る
と
考
え
ら
れ
な

い
と
反
論
す

る
と
、

必
ず

し
も
不
可
能

で
は
な

い
と
い
う

こ
と
だ

っ
た
。

そ
こ
で
架
蔵

に
パ
ラ
ピ

ン
紙

を
訪

て
、
文
字
、
虫
喰

い
、
破
損
な
ど
、

で
き
る
だ
け
丁
寧

に
写

し
と
り
、

こ
れ
を
裏

返
し
て
館
本

に
重

ね
た
ら
す

べ
て

一
致

し
た

の
に
は

二
度

び

っ
く

り
し
た
。

な
お
、
架
蔵
は
幅

に
仕
立
て
る
際
、
右
端

を
切

り

落
し
た
ら
し
く
、

延
喜
式

の

一
行
分

だ
け
短
く

な

っ

て
い
る
こ
と
も
わ
か

っ
た
。
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