
書
籍
を
模
擬
す
る
遊
び

「
見
立
絵
本
」
に
か
ん
す
る
疑
問
、
か
ら

小

林

ふ
み
子

は
じ
め
に
｜
「
見
立
絵
本
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

一

書
物
の
定
型
で
遊
ぶ
作
品
の
濫

二

宝
暦
以
後
、
同
時
代
の
展
開
｜
絵
本
も
絵
本
以
外
も

三

書
物
形
態
模
擬
の
方
法
に
み
る
十
八
世
紀
後
半
の
特
質

お
わ
り
に

「
見
立
絵
本
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
作
品
群
に
は
、
近
年
、
議

論
が
進
め
ら
れ
て
き
た
「
見
立
て
」
の
語
義
に
即
し
て
、
特
定

の
主
題
に
該
当
す
る
も
の
を
別
の
事
物
で
視
覚
的
に
仮
構
し
、

関
連
す
る
語
彙
で
説
明
を
つ
け
た
も
の
を
集
め
た
作
だ
け
で
な

く
、
既
存
の
書
物
の
形
態
に
筋
違
い
の
内
容
を
盛
り
こ
ん
で
遊

ぶ
作
品
群
が
含
ま
れ
る
。
後
者
の
方
法
は
、
実
は
近
世
初
期
以

来
の
類
例
を
指
摘
で
き
、
絵
本
と
は
呼
び
得
な
い
作
に
お
け
る

書
籍
模
擬
の
作
品
群
と
の
連
続
性
も
無
視
で
き
な
い
。
な
に
よ

り
「
見
立
て
」
な
ら
ぬ
「
や
つ
し
」
と
し
て
区
別
さ
れ
て
よ
い
。

い
っ
ぽ
う
そ
れ
ら
書
籍
模
擬
の
作
品
群
こ
そ
、
広
く
共
有
さ

れ
た
知
の
形
式
を
土
台
と
し
た
戯
れ
と
し
て
近
世
文
芸
の
性
格

の
一
つ
を
よ
く
表
す
も
の
と
い
え
、
そ
れ
が
近
世
中
期
に
多
様

に
花
開
い
た
こ
と
が
こ
の
時
代
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
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は
じ
め
に
｜
「
見
立
絵
本
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

本
稿
は
、「
見
立
絵
本
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
に
包
括
さ
れ
て
い

る
複
数
の
要
素
を
腑
分
け
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
十
八
世
紀
後
半
の

作
品
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
見
立
絵
本
」
と
は
、
中
野
三
敏
「
見
立
絵
本
の
系
譜
」
に
よ
っ

て
一
群
の
作
品
と
し
て
認
定
さ
れ１

）
、
今
や
近
世
文
学
史
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
の
、
中
期
の
文
芸
の
一
隅
を

占
め
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
作
品
群
で
あ
る
。
同
論
文
で
は
典
型
と
な

る
『
絵
本
見み
立たて
百ひゃ
化っか
鳥ちょう』（
宝
暦
五
・
一
七
五
五
年
刊
）
の
作
者
を

江
戸
座
の
俳
諧
師
雨
夜
庵
亀
成
と
特
定
、
そ
の
後
に
展
開
し
た
、
視

覚
的
な
こ
じ
つ
け
を
趣
向
と
す
る
絵
本
群
を
系
譜
と
し
て
提
示
し
た
。

そ
の
前
史
と
し
て
、
上
方
で
遊
戯
・
雑
芸
の
伝
授
や
解
説
と
い
っ
た

実
用
性
を
帯
び
た
絵
本
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、

『
絵
本
見
立
百
化
鳥
』
が
い
わ
ば
規
範
と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
お
も

に
江
戸
で
文
芸
と
し
て
発
達
し
た
こ
と
を
描
出
す
る
。
提
示
さ
れ
た

天
保
末
ま
で
の
三
十
五
点
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
物
の
見
立
て
、
書
物

の
見
立
て
、
文
字
絵
、
滑
𥡴
開
帳
、
滑
𥡴
意
匠
、
絵
合
せ
、
身
振

り
・
物
真
似
な
ど
と
い
っ
た
解
説
が
付
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
視
覚
的

な
模
擬
と
い
う
意
味
で
の
見
立
て
と
い
う
共
通
性
は
う
か
が
え
る
も

の
の
、
明
確
な
定
義
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
雑
駁
さ
が
「
見
立
」
と
い
う
語
の
曖
昧
さ
を
増
幅
し
て
し
ま

う
と
し
て
分
類
を
試
み
た
の
が
、
岩
田
秀
行
「
機
知
の
文
学
」
で
あ

っ
た２

）
。
論
文
「「
見
立
絵
」
に
関
す
る
疑
問
」
以
後
、
一
連
の
論
考

に
よ
っ
て
「
見
立
」「
見
立
絵
」
の
語
義
を
正
確
に
捉
え
よ
う
と
い

う
動
き
を
作
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
同
氏
は３

）
、
同
じ
問
題
意
識
か
ら

こ
れ
ら
の
絵
本
群
に
つ
い
て
、
総
称
か
ら
「
見
立
」
を
外
し
て
「
滑

𥡴
絵
本
」
と
し
た
う
え
で
、
１
見
立
尽
し
形
式

２
物
合
せ
形
式

３
表
現
模
倣
形
式
に
分
類
す
る
。
１
は
『
絵
本
見
立
百
化
鳥
』
に
代

表
さ
れ
る
、
花
鳥
か
ら
仙
人
や
化
物
ま
で
特
定
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
、

別
の
事
物
に
よ
っ
て
形
態
を
似
せ
た
図
像
を
集
め
た
も
の
と
す
る
。

２
は
、
例
え
ば
『
抛なげ
入いれ
狂きょう
花か
園えん
』（
明
和
七
・
一
七
七
〇
年
刊
）
な

ど
事
物
を
生
け
花
の
形
式
に
擬
え
た
作
、
ま
た
宝
物
に
擬
え
た
も
の

を
実
際
に
持
ち
寄
っ
た
『
た
か
ら
合
の
記
』（
安
永
二
・
一
七
七
四

年
ま
た
は
翌
年
刊
）
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
物
合
せ
」
が
実
現
可
能
と

な
る
類
を
い
う
と
す
る
。
３
は
次
節
で
詳
述
す
る
、
よ
く
流
布
し
た

本
の
書
型
や
内
容
の
表
現
形
態
を
模
倣
し
た
形
式
の
本
で
あ
る
。

こ
れ
は

眼
で
あ
っ
た
。『
絵
本
見
立
百
化
鳥
』
が
狩
野
派
の
花

鳥
絵
手
本
『
画
図
百
花
鳥
』（
享
保
十
四
・
一
七
二
九
年
刊
）
の
体

裁
を
と
っ
て
、
１
で
あ
る
と
同
時
に
３
で
も
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の

違
い
が
曖
昧
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
三
つ
に
は
表
現
法
と
し

て
重
な
り
合
わ
な
い
部
分
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
１
の

う
ち
で
も
事
物
を
仙
人
に
擬
え
た
鶴
歩
道
人
名
の
『
風ふう
流りゅう

准
なぞらえ

仙せん

人にん
』（
宝
暦
十
年
刊
）
は４

）
、
和
刻
も
さ
れ
て
普
及
し
た
明
版
の
仙
人
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図
解
『（
有
象
）
列
仙
全
伝
』
の
よ
う
な
仙
人
絵
本
を
模
擬
し
た
も

の
と
い
え
る
。
し
か
し
、「
延
喜
式
神
名
帳
」
の
名
を
取
っ
て
神
像

見
立
て
と
し
た
『
風ふう
俗ぞく
神じん
名みょう
帳ちょう』（
同
七
年
刊５

）
）
の
元
と
な
る
絵

本
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
切
断
面

図
を
集
め
た
『
新しん
せん

小こ
口ぐち
合あわせ』（
同
六
年
刊
）
と
な
る
と
、
原
型
と

な
る
書
物
が
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
２
に
つ
い
て
は
生
け
花
や
宝

物
の
図
解
本
は
ま
ま
あ
っ
て
３
で
も
あ
る
と
し
て
も
、
１
に
は
３
で

な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
３
は
、
次
節
で
述
べ

る
よ
う
に
「
絵
本
」
か
否
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
以
前
か
ら
あ
る
、
既

存
の
書
物
の
形
式
の
利
用
を
趣
向
と
し
た
作
品
と
の
共
通
性
が
大
き

い
。
つ
ま
り
、
１
・
２
と
３
は
別
の
次
元
に
あ
る
条
件
で
、
両
者
に

あ
て
は
ま
る
作
も
あ
れ
ば
、
片
方
の
み
の
作
も
あ
る
こ
と
、
従
来

「
見
立
絵
本
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
は
、
数
学
用
語
で
い
う
な
ら
こ

の
和
集
合
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
１
と
２
は
実
現
な
い
し
再
現
性

の
有
無
だ
け
が
問
題
に
な
り
、
重
複
し
な
い
）。

岩
田
論
文
に
よ
る
こ
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
「
見

立
絵
本
」
の
呼
称
が
定
着
を
み
て
い
る６

）
。
ま
た
筆
者
も
か
か
わ
っ
て

『
江
戸
見
立
本
の
研
究
』
と
題
す
る
共
著
の
注
釈
集
を
出
し
た
こ
と

が
あ
る７

）
。
こ
れ
は
「
見
立
絵
本
」
を
念
頭
に
、
し
か
し
挿
絵
の
比
重

の
小
さ
さ
か
ら
「
絵
本
」
と
は
呼
び
が
た
い
作
品
の
注
釈
が
含
ま
れ

て
い
た
ゆ
え
の
苦
心
の
命
名
で
あ
っ
た
。
収
録
し
た
四
作
品
は
万
象

亭
編
『
絵え
本ほん
見み
立たて
仮か
譬いづ
尽くし
』（
天
明
三
・
一
七
八
三
年
刊
）
の
よ
う

な
上
記
１
か
つ
３
で
あ
る
作
、
お
よ
び
３
に
の
み
該
当
す
る
作
品
、

す
な
わ
ち
算
術
書
『
塵
劫
記
』
の
形
式
に
芸
者
風
俗
を
盛
り
込
ん
だ

『
甚じん
孝こう
記き
』（
安
永
九
年
刊
）、
小
謡
本
の
形
式
に
遊
里
の
諸
事
情
を

載
せ
た
岸
田
杜
芳
作
『
通つう
流りゅう小こ
謡うたい
万まん
八ぱち
百ひゃく
番ばん
』（
天
明
四
年
刊
）、

百
人
一
首
の
注
釈
を
装
っ
て
こ
じ
つ
け
解
釈
を
載
せ
た
山
東
京
伝

『
初はつ
衣い
抄しょう』（
天
明
七
年
刊
）。
こ
れ
ら
を
「
見
立
本
」
と
総
称
し
て

し
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
自
省
も
こ
め
て
書
く
が
、
完
全
に
は
重
な
ら
な
い
異
な

る
要
素
を
も
つ
作
品
群
か
ら
な
る
「
見
立
絵
本
」
を
問
い
直
す
こ
と

な
く
、
放
置
し
て
い
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
以
下
、
岩
田
論
文
の
分

類
を
ふ
ま
え
て
こ
の
問
題
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
考
え
て
み
た
い
。

一

書
物
の
定
型
で
遊
ぶ
作
品
の
濫

上
述
の
３
、
つ
ま
り
既
存
の
書
物
の
書
型
や
版
面
を
模
擬
す
る
戯

作
に
つ
い
て
は
、
岩
田
論
文
で
す
で
に
絵
本
以
外
で
上
方
の
初
期
洒

落
本
に
先

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
人
見
必

大
に
よ
る
本
草
書
『
本ほん
朝ちょう
食しょっ
鑑かん
』（
元
禄
十
・
一
六
九
七
年
刊
）

に
よ
る
『
本ほん
朝ちょう
色しょっ
鑑かん
』
は
宝
暦
初
年
頃
の
刊
と
さ
れ８

）
、
漢
籍
の
医

書
『
本ほん
草ぞう
備び
要よう
』
の
形
式
で

妓
を
位
、
種
類
ご
と
に
漢
文
で
論
じ

た
『
本ほん
草ぞう
妓ぎ
要よう
』
は
序
文
か
ら
宝
暦
四
年
頃
の
刊
と
考
え
ら
れ
て
い

る９
）

。
さ
ら
に
わ
ず
か
に
早
い
江
戸
の
例
と
し
て
、
異
国
情
報
を
載
せ

て
普
及
し
た
西
川
如
見
『
華か
夷い
通つう
商しょう
考こう
』（
宝
永
五
・
一
七
〇
八
年
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刊
）
の
形
式
に
載
せ
て
、
吉
原
や
品
川
の
遊
里
を
異
国
の
よ
う
に
紹

介
し
た
『
華か
里り
通つう
商しょう
考こう
』
に
は
数
種
の
刊
本
が
あ
り
、
早
い
も
の

で
は
延
享
五
（
一
七
四
八
）
年
の
序
文
を
冠
し
た
本
が
知
ら
れ
る10

）
。

と
は
い
え
、
こ
う
い
う
広
く
普
及
し
た
書
物
の
形
式
を
利
用
し
て

遊
ぶ
の
は
、
実
は
近
世
初
期
か
ら
例
が
あ
る
。
と
り
わ
け
早
く
に

『
伊
勢
物
語
』
を
逐
語
的
に
も
じ
っ
た
『
仁
勢
物
語
』（
寛
永
・
一

六
二
四
｜
四
四
年
間
刊
）
が
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
版
本
の
う
ち
寛

永
六
年
版
本
の
挿
絵
や
造
本
を
模
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
か
ね
て
論
じ
ら
れ
て
い
る11

）
。

ま
た
絵
入
り
と
い
う
条
件
を
外
せ
ば
、
江
戸
で
活
躍
し
た
貞
門
俳

人
、
未
得
に
よ
る
狂
歌
集
『
吾ご
吟ぎん
我わが
集しゅう』（
慶
安
二
・
一
六
四
九
年

序
、
刊
）
大
本
二
冊
も
あ
っ
た
。
音
で
い
え
ば
『
古
今
和
歌
集
』
に

濁
点
を
付
し
た
だ
け
の
簡
潔
に
し
て
お
か
し
み

れ
る
命
名
が
光
る

本
書
、「
や
ま
田
歌
は
人
の
と
る
さ
な
へ
を
た
ね
と
し
て
…
…
ち
か

ら
を
も
い
れ
ず
し
て
あ
ひ
槌
を
う
ご
か
し
」
な
ど
と
か
の
仮
名
序
を

も
じ
る
序
文
を
備
え
、
勅

集
の
部
立
て
に
な
ら
っ
て
四
季
・
賀
な

ど
全
十
巻
を
並
べ
る
（
な
か
に
は
世
話
な
ど
と
い
う
近
世
ら
し
い
部

立
て
も
あ
る
が
）。
大
本
二
冊
と
い
う
形
態
、
匡
郭
の
な
い
歌
書
ら

し
い
版
面
は
、
当
時
確
実
に
出
版
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
お
そ
ら
く

ほ
ぼ
唯
一
の
『
古
今
和
歌
集
』
版
本
た
る
、
正
保
四
（
一
六
四
七
）

年
版
『
二
十
一
代
集
』
所
収
本12

）
と
同
じ
、
半
丁
十
行
の
体
裁
を
と
る
。

本
書
の
お
か
し
み
は
長
ら
く
愛
さ
れ
、
宝
暦
七
年
に
江
戸
で
『
狂
歌

集
要
』
の
名
で
再
刻
さ
れ
て
の
ち
、
書
名
を
復
し
、
明
和
・
安
永
・

寛
政
な
ど
の
刊
記
を
付
し
て
く
り
返
し
摺
り
出
さ
れ
る
人
気
作
と
な

っ
た13

）
。
こ
の
勅

集
模
擬
の
趣
向
は
、
同
じ
く
『
古
今
集
』
仮
名
序

を
も
じ
っ
た
序
文
を
冠
し
、
そ
れ
ま
で
の
狂
歌
の
集
大
成
を
狙
っ
た

京
都
の
生
白
堂
行
風
編
『
古こ
今こん
夷い
曲きょく
集しゅう』（
寛
文
六
・
一
六
六
六
年

刊
）、『
後ご
せん

夷い
曲きょく
集しゅう』（
同
十
二
年
刊
）、『
銀ぎん
葉よう
夷い
歌か
集しゅう』（
延
宝

七
・
一
六
七
九
年
）
に
も
引
き
つ
が
れ
て
い
く
。

ま
た
信
多
純
一
「
に
せ
物
語
絵
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
版
本
挿
絵

の
変
奏
の
流
れ
の
な
か
で
元
禄
か
ら
宝
永
・
正
徳
期
の
「
や
つ
し
」

の
文
化
に
言
及
し
て
い
る14

）
。
例
示
さ
れ
る
う
ち
、「
や
つ
し
謡
」
と

総
称
さ
れ
る
『
乱らん
曲きょく
扇おうぎ
拍ひょう
子し
』『
乱らん
曲きょく
組くみ

盃
さかずき』（

と
も
に
宝
永

四
年
刊
）、『
乱らん
曲きょく
颯ざ
ざ々ん

颯ざ
箱ばこ
』（
同
七
年
刊
）
は
、
い
ず
れ
も
当
時

広
く
行
わ
れ
た
謡
曲
を
酒
席
用
に
も
じ
っ
て
戯
れ
た
作
を
集
め
た
も

の
で
、
小
謡
本
に
も
あ
る
よ
う
な
懐
中
用
の
横
小
本
で
出
さ
れ
て
い

る15
）

。
こ
れ
ら
も
こ
と
ば
の
も
じ
り
だ
け
で
な
く
書
型
そ
の
も
の
ま
で

模
擬
す
る
早
い
例
に
数
え
ら
れ
よ
う
。
同
じ
く
や
つ
し
文
化
の
所
産

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
例
の
う
ち
に
、
作
者
不
明
の
浮
世
草
子
『
け
い

せ
い
請
状
』（
元
禄
十
四
年
刊
）
が
あ
る
。
横
本
三
冊
を
役
者
評
判

記
に
擬
え
て
京
・
江
戸
・
大
坂
の
巻
と
し
、
各
巻
頭
に
「
近
松
門
左

衛
門
作
け
い
せ
い
請
状
目
録
」
と
冠
し
て
そ
れ
ぞ
れ
近
松
作
『
百
日

曾
我
』（
同
十
年
、
大
坂
竹
本
座
初
演
）
は
じ
め
と
す
る
三
都
の
「
傾

城
請
状
」
浄
瑠
璃
を
巻
頭
に
す
え
る
。
こ
れ
も
体
裁
に
よ
っ
て
劇
書
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ら
し
さ
を
演
出
し
た
例
と
い
え
よ
う16

）
。

そ
の
少
し
前
に
は
吉
田
半
兵
衛
画
『
好こう
色しょく
訓きん
蒙もう
図ず
彙い
』（
貞
享

三
・
一
六
八
六
年
刊
）
が
出
さ
れ
て
い
た
。『
訓
蒙
図
彙
集
成
』
に

も
収
め
ら
れ17

）
、
多
種
展
開
さ
れ
た
『
訓
蒙
図
彙
』
の
一
種
と
い
う
捉

え
方
も
あ
る
が
、
各
種
の
器
財
類
の
名
称
を
知
る
た
め
の
実
用
書
と

し
て
必
要
性
が
あ
る
か
と
い
え
ば
あ
や
し
い
。
好
色
風
俗
の
図
解
本

と
す
る
解
題
も
多
い
が
、
説
明
文
は
戯
文
的
で
、
慰
み
草
的
要
素
の

方
が
濃
い
と
す
る
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』
の
杉
本
好
伸
評
が
妥

当
で
は
な
い
か18

）
。
似
た
趣
向
の
『
好
色
重
宝
記
』

（
元
禄
九
年
頃

刊
）
や
、
上
方
の
色
茶
屋
案
内
の
『
茶ちゃ
屋や
諸しょ
分わけ
調ちょう
方ほう
記き
』

元
禄

六
年
原
刊
、
同
十
一
年
増
補
刊
）も
同
様
で
あ
ろ
う19

）
。

以
上
の
よ
う
に
、
先
行
す
る
書
物
の
形
式
に
、
あ
き
ら
か
に
似
つ

か
わ
し
く
な
い
内
容
を
盛
り
込
む
戯
れ
が
、
素
朴
な
か
た
ち
な
が
ら

も
、
す
で
に
元
禄
・
宝
永
の
頃
に
は
行
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
。

二

宝
暦
以
後
、
同
時
代
の
展
開
｜
絵
本
も
絵
本
以
外
も

こ
の
よ
う
な
既
存
の
書
物
の
形
態
を
模
擬
す
る
遊
び
が
、
十
八
世

紀
な
か
ば
の
初
期
洒
落
本
で
は
上
方
で
も
江
戸
で
も
さ
か
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
そ
れ
ら
も
挿
絵
の
分
量
か
ら
し
て
絵

本
と
は
い
い
が
た
い
も
の
だ
が
、
同
様
に
文
字
を
中
心
に
役
者
評
判

記
の
か
た
ち
を
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
事
物
を
論
評
し
た
、
い
わ

ゆ
る
名
物
評
判
記
類
が
さ
か
ん
に
刊
行
さ
れ
始
め
る
の
も
こ
の
時
期

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
出
版
物
を
集
成
し
て
一
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
の
輪
郭
を
与
え
た
中
野
三
敏
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』
に
よ

れ
ば
、
嚆
矢
は
談
義
本
の
諸
作
品
を
論
じ
た
江
戸
版
の
『
千せん
石ごく
篩どおし』

（
宝
暦
四
年
刊
）
で20

）
、
そ
の
後
、
三
都
を
中
心
に
学
者
・
文
人
か
ら

名
物
ま
で
対
象
も
幅
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
作
が
出
さ
れ
て
い
る
。

医
書
の
形
態
や
記
述
の
様
式
を
模
し
た
作
品
が
数
々
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
近
年
、
福
田
安
典
『
医
学
書
の
な
か
の
「
文
学
」』
に

多
々
紹
介
さ
れ
、
分
析
さ
れ
た21

）
。
と
り
わ
け
版
面
を
よ
く
模
擬
し
て

い
る
の
は
、
万
治
よ
り
版
を
重
ね
た
曲
直
瀬
道
三
『
衆
方
規
矩
』
に

書
名
か
ら
横
本
の
体
裁
や
版
面
ま
で
似
せ
た
藪
内
竹
斎
『
教
訓
衆
方

規
矩
』（
宝
暦
十
二
年
刊
）
ら
し
く
、
こ
れ
を
は
じ
め
、
洒
落
本
も

含
め
た
諸
作
品
が
い
か
に
医
書
を
擬
態
し
た
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

芝
居
の
世
界
で
も
こ
の
遊
び
が
大
い
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
浜
田

啓
介
「
滑
𥡴
本
と
し
て
の
劇
書
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る22

）
。『
武
鑑
』

の
形
式
を
と
っ
た
『
明めい
和わ
伎ぎ
鑑かん
』（
明
和
六
年
刊
）、『
俳はい
諧かいけい
』（
同

五
年
刊
行
開
始
）
の
体
裁
の
『
役やく
者しゃ
今いま
文も
字じ
摺ずり
』（
同
八
年
刊
）
以

下
、
馬
琴
の
『
戯やく
子しゃ
名
所
図
会
』（
寛
政
十
二
・
一
八
〇
〇
年
刊23

）
）

や
三
馬
『
戯
場
し
ば
い

訓
蒙
図
彙
』（
享
和
三
・
一
八
〇
三
年
刊24

）
）
に
至
る

ま
で
、
大
雑
書
や
吉
原
細
見
、
節
用
集
な
ど
幅
広
い
書
物
を
元
に
し

た
劇
書
が
出
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
描
出
す
る
。

陳ちん
奮ぷん
漢かん
こ
と
若
き
日
の
大
田
南
畝
に
よ
る
『
寝ね
惚ぼけ
先せん
生せい
文ぶん
集しゅう
初

編
』（
明
和
四
年
刊
）
の
出
版
を
契
機
と
し
て
次
々
と
出
版
さ
れ
た
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狂
詩
集
も
、
絵
本
で
は
な
い
が
先
行
す
る
書
籍
の
形
態
に
依
拠
し
て

戯
れ
る
作
品
群
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
だ
っ
て
大
坂
で
出
さ
れ
た
桂
井

蒼
八
『
古
文
鉄
砲
前
後
集
』（
宝
暦
十
一
年
刊
）
に
も
触
れ
て
お
く

べ
き
か
。『
古
文
真
宝
』
前
集
・
後
集
の
詩
文
の
も
じ
り
で
、
漢
文

体
だ
け
で
な
く
和
文
体
の
狂
文
も
含
み
、
巻
の
構
成
が
な
い
の
で
、

先

と
呼
ぶ
に
は
微
妙
な
と
こ
ろ25

）
。
そ
れ
に
対
し
て
『
寝
惚
先
生
文

集
』
は
、
荻
生
徂
徠
や
服
部
南
郭
ら
当
時
権
威
を
誇
っ
た
古
文
辞
格

調
派
の
詩
人
た
ち
の
詩
文
集
の
体
裁
を
徹
底
的
に
や
つ
し
た
こ
と
が

あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
世
人
の
喝
采
を
浴
び
た
こ
と
は

後
印
本
の
種
類
の
多
さ
が
物
語
る
。「
〜
先
生
文
集
」
の
命
名
、
見

返
し
や
序
跋
・
目
録
・
刊
記
の
体
裁
、
あ
え
て
わ
ざ
わ
ざ
初
編
と
銘

う
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
、
細
部
に
わ
た
っ
て
戯
れ
尽
く
し
て
い
た26

）
。
大

先
生
方
の
詩
文
集
は
立
派
な
大
本
な
が
ら
、
洒
落
本
や
『
柳
多
留
』

（
明
和
二
年
〜
）
な
ど
と
同
じ
く
小
本
で
出
し
た
の
は
あ
え
て
愛
敬

を
み
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
刺
激
の
も
と
に
出
さ
れ
た
闇やみ
雲くも
先
生
を
名
の
る
人
の
『
娯ご
息そく

斎さい
詩し
文ぶん
集しゅう』（
同
七
年
刊
）
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
ふ
ざ
け
倒
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
多
く
の
伝
本
が
今
に
残
る
当
た
り
作
と
な
っ

た27
）

。
そ
の
後
、
や
は
り
江
戸
版
と
考
え
ら
れ
て
い
る
都
而
す
べ
て

万ま
棄き
物もの

臭しゅう
香こう
『
掃はき
溜だめ
先
生
詩
集
』（
同
八
年
刊
）、
京
都
版
か
と
推
測
さ
れ

る
虚う
口そ
出で
方ほう
第だい
滅めっ
多た
『
片へげ
低たれ
先
生
詩
集
』（
同
八
年
刊
）、
樗ちょち々ょ
羅ら
坊ぼう

『
図
惚
と
ぼ
け

先
生
詩
集
』（
安
永
五
年
刊
）
と
、
後
続
作
が
相
次
ぐ28

）
。

こ
の
延
長
上
に
、
再
び
南
畝
が
世
に
出
し
た
の
が
、
流
行
の
『
唐

詩
選
』
や
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
千
葉
芸うん
閣かく
『
唐
詩
選
掌
故
』（
明
和

五
年
刊
）
の
名
を
も
じ
り
、
狂
詩
集
ら
し
く
中
本
に
抑
え
な
が
ら
も

か
た
ち
を
模
擬
し
た
『
通つう
詩し
選せん
笑しょう
知ち
』（
天
明
三
年
刊
）
以
下
『
通

詩
選
』
三
部
作
で
あ
り29

）
、
ま
た
（『
吾
吟
我
集
』
同
様
に
）
勅

集

の
部
立
て
を
踏
襲
し
て
半
紙
本
二
冊
で
出
し
た
狂
歌
集
『
万まん
載ざい
狂
歌

集
』（
同
年
刊
）
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
志
水
燕
十
が
、
こ
れ
も
中
本
な
が
ら
『
伊
勢
物
語
』
の
二
段
組
注

釈
書
の
て
い
で
世
俗
の
諸
事
情
を
う
が
っ
て
遊
ん
だ
『
似に
勢せ
物もの

語
がたり

通つう
補ほ
抄しょう』（
同
四
年
）
を
出
し
、
京
伝
の
注
釈
書
体
裁
の
百
一
人
首

枉
解
物
『
初はつ
衣い
抄しょう』
の
先

と
な
る30

）
。
つ
ま
り
「
絵
本
」
と
は
呼
べ

な
い
、
文
字
を
主
と
す
る
作
品
で
も
、
衆
人
の
知
る
書
物
の
形
態
に

倣
っ
た
遊
び
は
同
様
に
行
わ
れ
た
。
こ
こ
に
絵
本
で
あ
る
か
否
か
で

線
引
き
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

絵
入
本
で
も
黄
表
紙
は
、
か
の
中
野
三
敏
「
見
立
絵
本
の
系
譜
」

に
お
い
て
「
そ
の
殆
ど
が
い
わ
ば
見
立
絵
本
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
一
覧
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
。
や
は
り
こ
の
時
期
、
安
永

四
年
の
恋
川
春
町
の
遊
び
に
始
ま
っ
た
黄
表
紙
が
、
も
と
も
と
子
ど

も
向
け
の
草
双
紙
｜
黒
本
青
本
の
あ
ど
け
な
い
形
式
を
戯
作
化
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う31

）
。
こ
れ
も
ま
た
ジ
ャ
ン
ル

そ
の
も
の
が
既
存
の
書
籍
の
形
態
模
倣
の
戯
れ
で
あ
っ
た
。

先
行
す
る
書
物
を
模
し
て
遊
ぶ
作
品
群
に
は
も
う
一
つ
、
挿
絵
が
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重
要
な
要
素
で
あ
り
な
が
ら
「
見
立
絵
本
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た

一
大
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
艶
本
の
類
で
あ
る
。
と
り
わ
け
宝
暦
以
降
、

実
用
書
の
形
式
を
用
い
て
さ
か
ん
に
春
本
を
刊
行
し
た
の
が
上
方
の

浮
世
絵
師
月
岡
雪

で
あ
っ
た32

）
。
春
本
の
常
と
し
て
い
ず
れ
も
刊
年

不
明
な
が
ら
明
和
・
安
永
頃
刊
の
刊
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
、『
女

大
学
宝
箱
』（
享
保
元
・
一
七
一
六
年
刊
）
を
模
し
た
『
女おんな
大だい
楽がく

宝たから
開べき
』33

）、
自
ら
描
い
た
『
女
庭
訓
御
所
文
庫
』（
明
和
四
年
刊
）
に

よ
る
『
女おんな
貞てい
訓きん
下げ
所じょ
文ぶん
庫こ
』、『
女
今
川
お
し
へ
文
』（
同
五
年
刊
）

を
用
い
た
『
女
令しめ
川かわ
お
し
へ
文
』、『
医
道
日
用
重
宝
記
』（
元
禄

五
・
一
六
九
二
年
刊
）
に
基
づ
く
『
艶び
道どう
日にち
夜や
女じょ
宝ほう
記き
』、『
婚
礼
罌け

し
袋ぶくろ』（
寛
延
三
・
一
七
五
〇
年
刊
）
に
な
ら
っ
た
『
婚こん
礼れい
秘ひ
事じ
袋ぶくろ』

と
、
宝
暦
・
明
和
に
か
け
て
同
様
の
趣
向
で
数
々
出
版
し
て
い
る
。

雪

以
外
に
も
『
閨けい
暦りゃく
大おお
雑ざっ
書しょ
玉ぎょく
門もん
大たい
成せい
』（
刊
年
・
画
工
不
明
）

が
あ
る34

）
【
図
１
】。
書
名
か
ら
し
て
『
永
暦
大
雑
書
天
文
大
成
』（
安

永
二
年
刊
）
あ
た
り
に
倣
っ
た
ら
し
い
堂
々
の
大
本
一
冊
で
、
北
尾

重
政
風
の
画
風
な
が
ら
内
容
か
ら
こ
の
頃
の
大
坂
の
刊
ら
し
い
。

江
戸
で
も
和
歌
に
の
せ
て
食
物
の
効
能
を
う
た
っ
た
古
典
的
啓
蒙

書
『
食
物
和
歌
本
草
』（
寛
文
七
・
一
六
六
七
年
刊
）
の
い
ろ
は
順

の
構
成
で
、
女
性
た
ち
を
年
齢
や
職
分
な
ど
で
分
類
し
て
論
じ
る
態

度
で
遊
ん
だ
磯
田
湖

斎
の
春
本
『
色しょく
物もつ
馬ば
鹿か
本ほん
草ぞう
』

安
永
七
・

一
七
七
八
年
頃
刊
）
が
あ
る35

）
。
ま
た
描
か
れ
る
女
性
の
髪
型
な
ど
か

ら
明
和
末
か
ら
安
永
な
か
ば
頃
の
刊
と
考
え
ら
れ
る
作
者
・
画
工
不

図１ 画工不明『閨暦大雑書玉門大成』
大本一冊 メトロポリタン美術館蔵
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詳
の
春
本
『
房
事
選
』
は
、『
通
詩
選
』
に
先
だ
っ
て
、
序
文
・
目

録
・
巻
頭
詩
ま
で
は
（
以
下
は
絵
本
だ
が
）『
唐
詩
選
』
を
模
擬
し

て
遊
ぶ
作
で
あ
っ
た
【
図
２
】36

）。

同
類
の
下
が
か
っ
た
作
で
文
字
の
み
の
、
悟
道
軒
こ
と
平
賀
源
内

の
『
長なが
枕まくら
褥しとね
合がっ
戦せん
』（
明
和
四
年
刊
）
も
読
本
浄
瑠
璃
と
い
う
よ

り
は
浄
瑠
璃
書
体
で
遊
ん
だ
戯
作
と
い
え
よ
う
し37

）
、
同
じ
浄
瑠
璃
書

体
を
生
か
し
た
作
品
と
し
て
は
（
春
本
で
は
な
く
た
だ
の
尾
籠
な
作

品
だ
が
）
島
田
金
谷
こ
と
腹はら
唐からの
秋あき
人んど
、
す
な
わ
ち
中
井
董
堂
『
幸こう

大だい
寺じ
不ふ
実じつ
録ろく
』（
天
明
七
年
刊
）
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
形
態
を
衆
人
の
知
る
書
物
の
体
裁
に
擬
え
、
そ
こ
に
似
つ

か
わ
し
く
な
い
内
容
を
盛
り
込
ん
で
戯
れ
る
作
品
群
に
つ
い
て
、
宝

暦
よ
り
も
前
の
時
代
の
例
を
た
ど
っ
た
前
項
に
続
き
、
宝
暦
か
ら
寛

政
頃
ま
で
の
例
を
、
江
戸
・
上
方
を
問
わ
ず
眺
め
て
き
た38

）
。
こ
れ
ら

に
は
完
全
に
版
面
ま
で
模
倣
し
倒
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
巻
の
構
成
、

あ
る
い
は
巻
頭
な
ど
部
分
的
に
形
式
を
と
っ
て
そ
れ
ら
し
さ
を
演
出

し
た
も
の
な
ど
、
模
擬
の
程
度
に
は
幅
が
あ
る
が
、
格
式
や
権
威
の

あ
る
既
存
の
書
物
の
形
式
を
転
用
す
る
の
を
趣
向
に
し
て
い
る
と
こ

ろ
は
共
通
し
て
い
る
。

「
は
じ
め
に
」
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
方
法
は
従
来
、「
見
立
絵

本
」
の
十
分
条
件
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
を
既

存
の
書
物
に
「
見
立
て
」
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
既
存
の
書
物
と
い
う
権
威
な
い
し
一
般
的
認
知
の
あ

図２ 画工不明『房事選』小本一冊 筆者架蔵
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る
枠
組
み
を
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
容
を
盛
り

込
ん
で
遊
ぶ
そ
の
方
法
は
、
卑
俗
化
・
当
世
化
、
つ
ま
り
「
や
つ
し
」

で
あ
る
。
こ
の
「
や
つ
し
」
と
い
う
操
作
は
、
ま
っ
た
く
関
係
の
な

い
も
の
同
士
を
連
想
関
係
で
結
び
つ
け
て
遊
ぶ
「
見
立
て
」
と
近
代

に
な
っ
て
混
同
さ
れ
て
き
た
が
実
は
異
な
る
内
実
を
も
つ
こ
と
、
こ

の
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
江
戸
の
文
芸
や
絵
画
の
研

究
に
お
い
て
説
か
れ
て
き
た39

）
。
こ
れ
を
「
見
立
絵
本
」
と
呼
び
続
け

る
の
は
、
こ
こ
ま
で
進
展
し
て
き
た
「
見
立
て
」「
や
つ
し
」
の
区

別
の
動
き
に
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

三

書
物
形
態
模
擬
の
方
法
に
み
る
十
八
世
紀
後
半
の
特
質

前
項
ま
で
の
検
討
で
、
先
行
す
る
書
籍
の
形
式
を
模
倣
し
た
遊
び

は
、
中
期
に
限
ら
ず
、
仮
名
草
子
時
代
以
来
、
上
方
で
も
江
戸
で
も

近
世
に
お
い
て
幅
広
く
行
わ
れ
た
表
現
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
旧
来
「
見
立
絵
本
」
に
く
く
ら
れ
て
き
た
三

つ
の
表
現
法
の
う
ち
、
そ
の
部
分
は
戯
作
時
代
の
江
戸
に
特
有
の
方

法
や
感
覚
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
な
る
と
、
残
り
の
、
純
粋
に
「
見
立
て
」
に
よ
る
視
覚
的
表

現
の
部
分
、
つ
ま
り
木
や
鳥
、
貝
や
宝
物
や
妖
怪
の
よ
う
な
所
定
の

主
題
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
、
読
者
の
共
通
理
解
の
も
と
に
あ
る
知

識
や
情
報
に
よ
っ
て
彩
る
な
ど
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
身
近
な
物
品
で

構
成
す
る
、
と
き
に
そ
れ
を
実
演
す
る
、
そ
う
し
た
営
み
に
の
み
こ

の
時
期
に
特
有
の
作
風
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

冒
頭
に
掲
げ
た
中
野
・
岩
田
両
論
文
に
よ
っ
て
江
戸
座
俳
諧
の
延
長

上
に
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
こ
の
手
法
は
、
た
し
か
に
こ
の
時
代

の
江
戸
の
都
市
文
化
に
色
濃
く
漂
う
遊
び
の
気
分
を
反
映
し
て
い
る
。

た
だ
お
そ
ら
く
、
特
徴
的
な
の
は
そ
こ
だ
け
で
は
な
い
。
再
び
岩

田
論
文
の
分
類
を
用
い
て
い
う
な
ら
ば
、
純
粋
に
そ
の
１
・
２
の
要

素
が
核
と
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
作
品
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。『
百

化
鳥
』
同
様
の
純
粋
な
「
見
立
て
」、
当
時
流
行
の
生
花
の
見
立
て
、

そ
し
て
「
宝
合
」
の
類
く
ら
い
か
。
む
し
ろ
３
の
表
現
模
倣
形
式
と

の
混
合
、
ま
た
前
節
で
み
た
よ
う
に
文
字
が
中
心
の
作
も
含
め
て
考

え
れ
ば
３
だ
け
で
成
り
立
つ
も
の
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

で
は
そ
の
３
の
方
式
で
（
１
・
２
を
兼
ね
る
も
の
も
含
め
て
）、

衆
人
に
な
じ
み
の
あ
る
書
籍
の
形
式
を
用
い
て
遊
ぶ
と
い
っ
た
と
き

に
、
こ
の
時
代
の
作
品
に
の
み
指
摘
で
き
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
模
擬
さ
れ
、
ち
ゃ
か
さ
れ
た
り
し
た
対
象
、
そ
の
方
法

に
は
ど
ん
な
特
質
が
あ
る
の
か
。

一
つ
い
え
る
の
は
、
近
世
初
期
、
前
期
の
こ
う
し
た
遊
び
が
『
伊

勢
物
語
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
と
い
っ
た
古
典
文
学
そ
の
も
の
、
ま

た
は
『
訓
蒙
図
彙
』『
重
宝
記
』、
あ
る
い
は
謡
本
と
い
っ
た
日
用
の

書
物
な
ど
の
比
較
的
限
ら
れ
た
対
象
を
や
つ
す
も
の
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
そ
の
対
象
が
多
様
化
し
た
こ
と
で

あ
る
。
実
用
書
で
も
『
塵
劫
記
』
や
『
大
雑
書
』
な
ど
に
広
が
り
を
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み
せ
、
衆
人
に
親
し
み
の
あ
る
と
い
う
点
で
劇
書
の
形
式
も
用
い
ら

れ
た
。
役
者
評
判
記
を
模
し
た
名
物
評
判
記
の
ほ
か
、『
役
者

身
振

氷ひ
面も

鏡かがみ』（
明
和
八
年
刊
）
に
擬
え
た
京
伝
『
客きゃく
衆しゅ
肝きも
照
子
か
が
み

』（
天
明
六

年
刊
）
も
挙
げ
ら
れ
る
。
小
紋
の
意
匠
集
の
体
裁
で
、
さ
ら
に
不
揃

い
の
端
布
を
並
べ
る
点
で
は
古
渡
り
の
名
物
裂
帖
の
形
態
を
模
し
た

と
推
測
さ
れ40

）
、
ま
た
舶
来
の
更

の
意
匠
集
『
増
補
華さら
布さ
便
覧
』

（
安
永
十
年
刊
）
も
さ
か
ん
な
利
用
が
指
摘
さ
れ
、
念
頭
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
京
伝
『
小こ
紋もん
裁ざい
』（
天
明
四
年
刊
）
以
下
一
連
の
小

紋
物
も41

）
、
そ
う
し
た
対
象
の
広
が
り
の
例
に
数
え
ら
れ
よ
う
。

標
的
と
さ
れ
る
書
物
が
多
様
化
す
る
な
か
、
内
容
と
の
落
差
を
広

げ
る
べ
く
、
よ
り
堅
く
学
術
書
の
体
裁
を
と
る
も
の
が
増
え
た
こ
と

は
顕
著
な
傾
向
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
蘭
学
を
ふ
ま
え
た
地
理
書
の

体
裁
を
遊
里
に
あ
て
は
め
た
『
華
里
通
商
考
』
を
は
じ
め
、
よ
り
学

芸
性
の
高
い
書
物
が
対
象
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
さ
き
に
触
れ
た

『
本
草
妓
要
』
は
、『
本
草
備
要
』
の
ほ
か
当
時
の
著
名
な
医
者
香

川
修
庵
の
『
一
本
堂
薬
選
』（
享
保
十
四
〜
十
九
年
刊
）
な
ど
を
も

じ
り
、
体
裁
を
模
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る42

）
。
万
象
亭
編
『
絵

本
見
立
仮
譬
尽
』
は
、
見
開
き
右
半
丁
の
解
説
文
は
本
草
書
、
と
く

に
貝
に
特
化
し
た
大
枝
流
芳
『
貝
尽
浦
の
錦
』（
寛
延
四
年
刊
）
の

よ
う
な
書
籍
を
念
頭
に
、
図
と
狂
歌
か
ら
な
る
左
半
丁
は
『
新

三

十
六
貝
和
歌
』（
元
禄
三
年
刊
）
そ
の
他
、
貝
に
古
歌
を
取
り
あ
わ

せ
た
貝
歌
仙
の
絵
本
に
拠
る43

）
。
古
典
文
学
の
も
じ
り
は
、『
通
詩
選

笑
知
』
な
ど
の
よ
う
に
ひ
と
手
間
か
け
て
注
釈
書
の
体
裁
を
採
る
。

こ
れ
ら
、
ま
た
『
華
里
通
商
考
』
の
よ
う
に
、
ち
ゃ
か
し
の
標
的

が
近
い
時
代
の
学
問
的
著
作
に
な
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

園
派

の
詩
文
集
を
模
し
た
南
畝
ら
の
狂
詩
集
が
そ
の
代
表
格
で
あ
る
。
徂

徠
の
辞
書
『
訳やく
文ぶん
筌せん
蹄てい
』（
正
徳
四

五
・
一
七
一
四

一
五
年
刊
）

を
模
し
た
朱
楽
菅
江
の
洒
落
本
『
雑ざつ
文ぶん
穿せん
袋てい
』（
安
永
八
年
刊
）
は

似
山
先
生
な
る
人
物
が
奴
の
此
蔵
相
手
に
遊
興
を
語
る
と
い
う
筋
立

て
を
と
る
た
め
に
原
書
の
体
裁
模
擬
と
い
う
点
で
は
徹
底
し
て
い
な

い
が
、
会
話
中
に
解
説
す
る
て
い
で
遊
里
風
俗
に
関
連
す
る
唐
話
の

語
彙
を
列
挙
し
、
辞
書
ら
し
い
版
面
を
演
出
し
て
い
る
。
京
伝
が
吉

原
事
情
を
図
解
し
た
『
新しん
造ぞう
図ず
彙い
』（
天
明
九
・
一
七
八
九
年
刊
）

は
、
た
ん
に
『
訓
蒙
図
彙
』
の
体
裁
を
と
る
だ
け
で
な
く
、
平
住
専

庵
『
唐もろ
土こし
訓きん
蒙もう
図ず
彙い
』（
享
保
四
・
一
七
一
九
年
刊
）
の
部
立
て
や

項
目
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る44

）
。

以
上
の
よ
う
に
た
し
か
に
十
八
世
紀
後
半
に
は
江
戸
で
も
上
方
で

も
、
よ
く
知
ら
れ
た
書
物
の
形
式
を
模
擬
し
て
そ
こ
に
鄙
俗
な
内
容

を
盛
り
込
む
遊
び
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
そ
の
対
象
と
な
る
書
物
も
学

術
の
香
り
漂
う
も
の
ま
で
含
め
、
多
彩
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
背

景
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
出
版
業
の
発
達
に
と
も
な
う
出
版
物
全
体
の

多
様
化
、
諸
学
芸
の
発
展
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の

時
代
の
作
者
た
ち
が
発
想
や
手
際
を
競
い
あ
う
よ
う
に
凝
っ
た
遊
び

を
展
開
し
た
と
い
う
面
が
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、「
見
立
絵
本
」
と
総
称
さ
れ
て
き
た
滑
𥡴
絵
本
に
は
、

い
わ
ゆ
る
「
見
立
」
の
操
作
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
図
像
を
集
め
て

絵
本
化
し
た
作
品
の
ほ
か
に
、
広
く
知
ら
れ
た
書
物
の
定
型
を
と
り

な
が
ら
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
容
を
盛
り
込
ん
で
ふ
ざ
け
た

作
品
が
含
ま
れ
、
両
者
に
は
重
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
そ
の
う
え
で
後
者
は
絵
本
以
外
で
も
近
世
初
期
よ
り
行
わ
れ

て
き
た
手
法
で
、「
見
立
」
と
い
う
よ
り
は
「
や
つ
し
」
で
あ
る
こ

と
を
論
じ
た
。
そ
の
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
「
見
立
絵
本
」
と
い
う

と
き
は
前
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
定
し
、
た
と
え
ば
中
野
論
文
の

一
覧
の
な
か
で
も
京
伝
の
『
新
造
図
彙
』
の
よ
う
な
作
品
は
除
外
す

る
ほ
う
が
混
乱
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
京
伝
は
同
書
序
で
『
百

化
鳥
』
に
言
及
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
作
中
の
「
画
図
」
の
模
擬

に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
）。

ま
た
そ
れ
と
は
別
の
こ
と
と
し
て
、
近
世
初
期
よ
り
例
の
み
ら
れ

る
既
存
の
書
籍
に
擬
態
す
る
遊
び
が
十
八
世
紀
後
半
に
江
戸
・
上
方

の
双
方
で
大
き
く
発
展
し
、
そ
の
対
象
と
な
る
書
籍
が
多
様
化
し
た

こ
と
、
と
り
わ
け
学
術
的
な
色
彩
の
濃
い
著
作
が
選
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
こ
の
時
代
な
ら
で
は
の
表
現
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
を
述

べ
て
き
た
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
の
諸
学
芸
と
出
版
の
開
花
を
考
え
れ

ば
、
い
わ
ば
当
然
の
動
向
と
い
う
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
が
寛
政
期
を
境
に
ご
く
少
な
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
、

ま
た
そ
の
限
ら
れ
た
作
品
が
、
実
用
書
な
ど
す
で
に
模
擬
の
先
例
の

あ
る
書
物
を
選
び
、
焼
き
直
し
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
、
盛
時
の
輝
き
を
照
射
す
る
。
こ
れ
以
降
の
時
代
の

作
品
に
つ
い
て
は
所
与
の
課
題
を
逸
脱
す
る
た
め
に
略
述
に
と
ど
め

る
が
、
滑
𥡴
本
と
し
て
も
書
簡
文
例
集
の
体
裁
を
と
っ
た
十
返
舎
一

九
『
諸しょ
用よう
附こじ
会つけ
案あん
文もん
』（
享
和
四
・
一
八
〇
四
年
刊
）、
そ
れ
を
も
含

め
て
先
行
す
る
こ
の
種
の
本
の
趣
向
の
さ
わ
り
を
集
大
成
し
た
三
馬

『
小
野
お
の
が

愚
ばかむら
うそ

字じ
尽づくし』（
文
化
三
・
一
八
〇
六
年
刊
）
以
後
、
め
だ

っ
て
工
夫
の
あ
る
作
品
は
見
あ
た
ら
な
く
な
る
。
馬
琴
が
読
本
浄
瑠

璃
の
体
裁
で
化
物
た
ち
を
活
躍
さ
せ
た
『
化ばけ
競くらべ
丑うし
満
鐘

みつのかね
』
も
こ
の

種
の
遊
び
と
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
直
前
、
寛
政
十
二
年
の

刊
行
で
あ
っ
た45

）
。
浜
田
前
掲
稿
が
「『
戯
場
訓
蒙
図
彙
』
以
後
は
、

劇
書
は
文
学
様
式
史
上
に
、
加
う
べ
き
意
義
を
持
た
な
い
も
の
の
如

く
で
あ
る
」
と
断
ず
る
が46

）
、
そ
れ
は
劇
書
以
外
も
同
じ
く
。
書
籍
の

形
態
模
擬
の
方
法
を
と
る
作
品
そ
の
も
の
が
少
な
く
な
り
、
新
た
な

趣
向
に
乏
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
種
の

趣
向
が
文
化
・
文
政
期
以
降
に
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
狂
歌
本
で

も
、
肖
像
入
り
『
百
人
一
首
』
に
擬
え
た
天
明
期
以
来
の
画
像
集
、

役
者
評
判
記
や
吉
原
細
見
、『
小
野
篁
歌
字
尽
』
や
『
節
用
集
』
な

ど
の
実
用
書
に
擬
え
た
作
は
ま
ま
出
さ
れ
て
い
る
が47

）
、
と
り
た
て
て

目
新
し
い
展
開
は
み
ら
れ
な
い
。
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誰
も
が
知
る
書
籍
の
形
態
を
利
用
し
た
遊
戯
的
作
品
が
宝
暦
か
ら

天
明
・
寛
政
に
か
け
て
江
戸
で
質
量
と
も
に
頂
点
を
極
め
た
こ
と
は
、

こ
の
時
代
の
雰
囲
気
を
よ
く
物
語
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
戯
れ

は
そ
れ
以
前
か
ら
、
ま
た
上
方
で
も
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
今
日
の
よ
う
に
際
限
な
く
対
象
が
拡
散
す
る
こ
と
の
な
く
、

一
定
の
範
囲
で
共
有
さ
れ
た
知
を
基
盤
と
し
た
遊
戯
的
精
神
の
発
露

と
し
て
の
近
世
文
学
全
体
の
特
徴
を
示
す
、
一
つ
の
流
れ
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
一
連
の
作
品
群
か
ら
は
、
当
時

の
日
本
の
文
芸
に
お
い
て
、
挿
絵
だ
け
で
な
く
書
型
や
版
面
の
形
態
、

字
体
も
含
め
た
視
覚
性
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
か
が
よ

く
わ
か
る
。
近
世
文
芸
の
こ
う
し
た
特
質
を
体
現
す
る
作
品
群
が
そ

れ
以
前
か
ら
の
流
れ
を
承
け
て
も
っ
と
も
大
き
く
開
花
し
た
の
が
、

こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。

注１
）

中
野
三
敏
「
見
立
絵
本
の
系
譜
｜
百
化
鳥
の
余
波
｜
」（『
戯
作
研

究
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
、
初
出
一
九
七
二
年
）。

２
）

岩
田
秀
行
「
機
知
の
文
学
」（『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
９

十
八
世

紀
の
文
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）。
同
氏
の
「
戯
作
の
二
重
構

造
と
江
戸
文
化
」（『
日
本
の
近
世
12

文
学
と
美
術
の
成
熟
』
中
央
公

論
社
、
一
九
九
三
年
）
も
ま
た
「
古
典
を
も
じ
る
形
式
の
戯
作
」
の
節

を
設
け
て
論
じ
て
い
る
。

３
）

岩
田
秀
行
「「
見
立
絵
」
に
関
す
る
疑
問
」（『
江
戸
文
学
研
究
』
新

典
社
、
一
九
九
三
年
）
ほ
か
。

４
）

濱
田
義
一
郎
編
『
天
明
文
学
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
年
）
所

収
中
野
三
敏
影
印
・
翻
刻
・
解
題
。

５
）
『
太
平
余
興
』
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
に
太
平
主
人
影
印
・
翻
刻
・

解
題
。
な
お
『
風
流
准
仙
人
』
の
先

と
し
て
紹
介
す
る
木
越
俊
介

「
教
養
の
桃
源
郷
｜
見
立
絵
本
『
風
流
准
仙
人
』」（
鈴
木
健
一
編
『
浸

透
す
る
教
養
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

６
）

近
年
の
も
の
で
は
、
佐
藤
至
子
『
山
東
京
伝

滑
𥡴
洒
落
第
一
の
作

者
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
高
橋
則
子
「
見
立
絵
本

『〔
道
化
生
花
〕』
に
つ
い
て
」（『
近
世
風
俗
文
化
学
の
形
成
』
国
文
学

研
究
資
料
館
、
二
〇
一
二
年
）、
木
越
俊
介
「
教
養
の
桃
源
郷
」（
注

５
）、
黒
沢
愛
子
「『
滑
𥡴
絵
姿
合
』
考
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論

集
』
二
二
号
、
二
〇
一
三
年
）、
鈴
木
奈
生
「
天
保
末
期
の
「
絵
兄

弟
」：

『
滑
𥡴
絵
姿
合
』
小
考
」（『
語
文
論
叢
』
二
九
号
、
二
〇
一
四

年
）
な
ど
。

７
）

小
林
ふ
み
子
・
鹿
倉
秀
典
・
延
広
真
治
・
広
部
俊
也
・
松
田
高
行
・

和
田
博
通
・
山
本
陽
史
『
江
戸
見
立
本
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇

〇
六
年
）。

８
）

古
典
文
庫
『
初
期
洒
落
本
集
』
中
村
幸
彦
解
説
（
一
九
五
八
年
）。

『
洒
落
本
大
成
』
三
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
）
中
野
三
敏
解

説
も
こ
れ
を
踏
襲
す
る
。
福
田
安
典
『
医
学
書
の
な
か
の
「
文
学
」』

１
章
３
節
（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
が
論
じ
る
。

９
）
『
洒
落
本
大
成
』
二
巻
（
同
、
一
九
七
八
年
）
中
野
三
敏
解
説
。

10
）
『
洒
落
本
大
成
』
一
巻
（
同
、
一
九
七
八
年
）
に
こ
れ
も
中
野
氏
に

よ
っ
て
諸
本
関
係
を
含
む
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。

11
）

片
桐
洋
一
「
仁
勢
物
語
の
形
態
と
成
立
」（『
国
語
国
文
』
四
二
巻
六

号
、
一
九
七
三
年
）。

12
）

川
上
新
一
郎
「
古
今
和
歌
集
版
本
考
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
三
四
号
、
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二
〇
〇
〇
年
）
所
掲
。

13
）
『
近
世
文
学
資
料
類
従

狂
歌
２
』（
勉
誠
社
、
一
九
七
七
年
）
森
川

昭
同
書
解
題
。

14
）

信
多
純
一
「
に
せ
物
語
絵

『
伊
勢
物
語
』
近
世
的
享
受
の
一
面
」

（『
に
せ
物
語
絵
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）。

15
）

芸
能
史
研
究
会
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
３

能
』（
三
一
書
房
、

一
九
七
八
年
）
解
説
・
翻
刻
。

16
）
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）「
傾

城
請
状
」
項
長
谷
川
強
解
説
お
よ
び
中
嶋
隆
「『
け
い
せ
い
請
状
』
の

方
法
」（『
大
谷
女
子
大
国
文
』
一
六
号
、
一
九
八
六
年
）。

17
）
『
訓
蒙
図
彙
集
成
』
九
巻
（
大
空
社
、
一
九
九
八
年
）。

18
）
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
）
同
書
項

（
杉
本
好
伸
執
筆
）。
石
上
阿
希
「
訓
蒙
図
彙
と
祐
信
春
本
・
絵
本
」

（『
西
川
祐
信
を
読
む
』
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

二
〇
一
三
年
）
は
同
書
を
春
本
の
流
れ
に
位
置
づ
け
る
。

19
）

い
ず
れ
も
長
友
千
代
治
編
『
重
宝
記
資
料
集
成
』
三
六
巻
（
臨
川
書

店
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
。

20
）

中
野
三
敏
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五

年
）、
同
『
江
戸
名
物
評
判
記
集
成
』（
同
、
一
九
八
七
年
）。

21
）

福
田
安
典
『
医
学
書
の
な
か
の
「
文
学
」』（
注
８
）。

22
）

浜
田
啓
介
「
滑
𥡴
本
と
し
て
の
劇
書
」（『
近
世
小
説

営
為
と
様
式

に
関
す
る
私
見
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九

八
九
年
）。

23
）

台
帳
を
読
む
会
編
『
馬
琴
の
戯
子
名
所
図
会
を
よ
む
』（
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
注
釈
が
備
わ
る
。

24
）

元
に
な
っ
た
朋
誠
堂
喜
三
二
『
羽
勘
三
台
図
絵
』
と
と
も
に
、
国
立

劇
場
芸
能
調
査
室
編
『
歌
舞
伎
の
文
献
３
・
４
』
と
し
て
影
印
・
翻
刻

（
一
九
六
九
・
七
一
年
）。

25
）

天
理
図
書
館
編
『
近
世
文
学
未
刊
本
叢
書

狂
詩
狂
文
編
』（
養
徳

社
、
一
九
四
九
年
）
に
影
印
。

26
）

揖
斐
高
「
寝
惚
先
生
の
誕
生
」（『
江
戸
詩
歌
論
』
汲
古
書
院
、
一
九

九
八
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）、
同
校
注
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
84

『
寝
惚
先
生
文
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
解
説
。

27
）

浅
川
征
一
郎
編
『
未
翻
刻
狂
詩
十
一
種
』（
近
世
風
俗
研
究
会
、
一

九
七
〇
年
）
複
製
・
解
題
。

28
）

前
二
者
は
『
近
世
文
学
未
刊
本
叢
書

狂
詩
狂
文
編
』（
注
25
）に
影

印
・
解
題
、
後
者
は
浅
川
征
一
郎
編
『
未
翻
刻
狂
詩
九
種
』（
近
世
風

俗
研
究
会
、
一
九
七
一
年
）
に
複
製
・
解
題
。

29
）
『
改
訂
増
補
版

通
詩
選
三
部
作
』（
太
平
書
屋
、
二
〇
一
〇
年
）
日

野

夫
・
鈴
木
俊
幸
解
説
。
初
版
は
一
九
八
二
年
。

30
）

国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」』（
八
木
書

店
、
二
〇
〇
八
年
）『
初
衣
抄
』
延
広
真
治
解
説
。

31
）

青
本
の
戯
作
化
と
い
う
卓
抜
な
表
現
は
、
鈴
木
俊
幸
『
江
戸
の
本
づ

く
し
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
。

32
）

ア
ン
ド
リ
ュ
ー

ガ
ー
ス
ト
ル
『
江
戸
を
ん
な
の
春
画
本
』（
平
凡
社
、

二
〇
一
一
年
）
が
総
合
的
に
紹
介
。
影
印
・
翻
刻
に
『
女
大
楽
宝
開
』

（
太
平
書
屋
、
一
九
九
八
年
）、『
婚
礼
秘
事
袋
』（
同
、
二
〇
〇
九

年
）、『
近
世
艶
本
資
料
集
成
Ⅳ
・
Ⅴ
女
令
川
お
し
へ
文

艶
道
日
夜
女

宝
記
』（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
・
二
〇
一
〇

年
）。

33
）

太
平
書
屋
版
（
一
九
九
八
年
）
影
印
解
説
は
宝
暦
年
間
刊
と
す
る
が
、

後
年
の
同
『
婚
礼
秘
事
袋
』
太
平
主
人
解
説
の
訂
正
に
し
た
が
う
。

34
）

目
録
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
類
未
載
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
。

35
）

浅
野
秀
剛
「
春
画
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
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編
『
読
む
こ
と
の
力
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
石
上
阿
希
『
へ
ん

て
こ
な
春
画
』（
青
玄
舎
、
二
〇
一
六
年
）、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
の
艶
本
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
全
冊
の
画
像
掲
載
。

36
）

林
美
一
「『
房
事
選
』
に
つ
い
て
」「『
房
事
選
』
解
読
」「『
同
』
補

遺
」（『
会
本
研
究
』
五
・
八
・
九
号
、
一
九
七
九

八
一
年
）。

37
）

大
村
沙
華
翻
刻
・
注
解
（
吉
田
精
一
編
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
3
月

臨
時
増
刊
号

新
編
秘
め
ら
れ
た
文
学
』、
一
九
八
三
年
）。

38
）

な
お
小
島
康
敬
「「
性
」
と
「
聖
」
と
を
つ
な
ぐ
笑
い
｜
パ
ロ
デ
ィ

繚
乱
の
江
戸
文
化
｜
」（
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
編
『
パ
ロ
デ
ィ
と

日
本
文
化
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
も
問
題
意
識
が
重
な
る
が

「
パ
ロ
デ
ィ
」
を
内
容
・
主
題
・
構
成
な
ど
区
別
せ
ず
に
概
観
し
、
書

型
・
版
面
の
模
擬
に
は
と
り
た
て
て
言
及
し
て
い
な
い
。

39
）

岩
田
秀
行
「「
見
立
絵
」
に
関
す
る
疑
問
」（
注
３
）、
同
「
見
立
て

追
考
」（『
国
語
と
国
文
学
』
九
〇
巻
四
号
、
二
〇
一
三
年
）、T

im
o
-

th
y
T
.C
L
A
R
K
,
“M

ita
te-e:

S
o
m
e
T
h
o
u
g
h
ts,

a
n
d
a
S
u
m
-

m
a
ry

o
f
R
ecen

t
W
ritin

g
s”,

Im
pression

s
,
19,

1997

、『
図
説

「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」』（
注
30
）
掲
載
の
諸
論
考
な
ど
。

40
）

大
久
保
尚
子
「
山
東
京
伝
作
『
小
紋
裁
』『
小
紋
雅
話
』『
小
紋
新

法
』
の
検
討
」（『
江
戸
の
服
飾
意
匠
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一

五
年
）。

41
）

延
広
真
治
「
小
紋
裁
後
編

小
紋
新
法
｜
影
印
と
注
釈

一
）

〜

九
）」（『
江
戸
文
学
』
二
〜
一
二
号

一
九
九
〇
〜
九
四
年
）。

42
）

福
田
安
典
『
平
賀
源
内
の
研
究

大
坂
篇
』
Ⅲ

一
章
「『
本
草
妓

要
』
論
」（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）。
本
作

の
改
作
、
諸
本
に
つ
い
て
は
宮
本
祐
規
子
『
時
代
物
浮
世
草
子
論

江

島
奇
蹟
と
そ
の
周
縁
』
三
章
二
節
「
其
磧
と
初
期
洒
落
本
」（
笠
間
書

院
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

43
）
『
江
戸
見
立
本
の
研
究
』

注
７
）所
収
解
題
。

44
）

岩
田
「
機
知
の
文
学
」
指
摘

注
２
）。

45
）

ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
『
江
戸
化
物
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一

七
年
）
一
章
が
論
じ
る
。

46
）

浜
田
啓
介
「
滑
𥡴
本
と
し
て
の
劇
書
」

注
22
）。

47
）

吉
原
細
見
を
模
擬
し
た
も
の
三
点
を
拙
編
書
『
絵
入
吉
原
狂
歌
本
三

種
』
太
平
文
庫
49
（
太
平
書
屋
、
二
〇
〇
二
年
）
に
収
め
た
。

付
記

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
岩
田
秀
行
氏
、
石
上

阿
希
氏
、
浜
田
泰
彦
氏
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。
本
稿
で
言
及
し
た
作
品

の
一
部
は
来
年
二
月
刊
行
予
定
の
拙
著
（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
新
書
）
と
重
複
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

71 書籍を模擬する遊び


