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本
屋
の
仕
事
場20

越
前
和
紙
は
す
ば
ら
し
い
の
に

橋
口

侯
之
介
（
誠
心
堂
書
店
）

越
前
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
理
由

和
紙
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
う
れ
し
い
こ

と
で
あ
る
。
「
本
美
濃
紙
」
（
岐
阜
県
美
濃
市
）
と
「
細
川
紙
」
（
埼
玉
県
小
川
町
な

ど
）
と
す
で
に
登
録
済
み
の
「
石
州
半
紙
」
（
島
根
県
浜
田
市
）
が
選
ば
れ
た
。

た
だ
、
こ
の
美
濃
、
細
川
、
石
州
で
終
わ
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
と
り

あ
え
ず
」
と
し
て
今
後
、
追
加
し
て
他
の
地
域
も
指
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
う
疑
問
を
呈
す
る
の
は
、
肝
心
の
越
前
和
紙
や
土
佐
和
紙
が
入
っ
て
い

な
い
か
ら
だ
。
和
紙
の
歴
史
や
生
産
の
現
状
を
鑑
み
て
、
こ
の
二
箇
所
が
欠
け
て
い

る
の
は
画
竜
点
睛
を
欠
く
感
が
あ
る
の
だ
。

こ
の
動
き
を
追
っ
て
い
た
「
福
井
新
聞
」
に
は
、
越
前
和
紙
が
選
ば
れ
な
か
っ
た

文
化
庁
の
説
明
が
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
ユ
ネ
ス
コ
登
録
の
目
的
の
一
つ
は
伝
承
。
登
録
を
受
け
る
に
は
、
次
世
代
に
技

術
を
継
承
し
て
い
く
団
体
が
必
要
。
ま
た
登
録
の
基
準
の
一
つ
に
、
保
護
措
置
が
取

れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
」

「
（
と
こ
ろ
が
越
前
和
紙
に
は
）
技
術
を
継
承
す
る
た
め
の
団
体
が
な
く
、
組
織
と

し
て
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
保
存
団
体
が
、
国
の
重

要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
文
化
財
保
護
法
が
適
用
さ
れ
ず
、
基

準
を
満
た
す
こ
と
に
な
ら
な
い
」（
「
福
井
新
聞
」
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
九
日
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
）

つ
ま
り
、
越
前
和
紙
に
は
、「
技
術
を
継
承
」
す
る
こ
と
が
国
の
重
要
無
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。

越
前
和
紙
は
、
一
九
七
六
年
に
国
の
「
伝
統
的
工
芸
品
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
越
前
市
の
岩
野
市
兵
衛
さ
ん
が
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ
、

二
〇
一
四
年
三
月
に
は
和
紙
の
製
作
用
具
や
製
品
二
千
五
百
余
点
が
国
の
重
要
有
形

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
手
す
き
の
生
産
量
や
事
業
所
数
で

は
国
内

大
の
産
地
で
あ
り
、
福
井
県
和
紙
工
業
協
同
組
合
も
盛
ん
に
活
動
し
て
い

る
。
同
組
合
が
出
す
「
季
刊
・
和
紙
だ
よ
り
」
も
き
ち
ん
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
果
た
し
て
い
る
。
博
物
館
は
も
と
よ
り
次
世
代
へ
の
教
育
も
熱
心
だ
し
、
何

の
不
足
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
唯
一
、「
次
世
代
に
技
術
を
継
承
し
て
い
く

団
体
が
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
」と
い
う
そ
れ
だ
け
の
理
由

で
、
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

同
じ
事
は
、
土
佐
和
紙
に
も
い
え
る
。「
土
佐
典
具
帖
紙
」
は
国
の
重
要
無
形
文
化

て
ん
ぐ
じ
よ
う

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
し
、
手
漉
和
紙
職
人
・
浜
田
幸
雄
さ
ん
は
人
間
国
宝
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
「
次
世
代
に
技
術
を
継
承
し
て
い
く
団
体
が
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
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定
さ
れ
て
い
な
い
」
の
で
、
無
形
文
化
遺
産
に
は
登
録
し
な
か
っ
た
。
典
具
帖
紙
と

い
う
の
は
、
薄
い
楮
紙
で
、
世
界
中
に
こ
ん
な
薄
く
て
丈
夫
な
紙
は
な
い
。

西
川
福
井
県
知
事
は
、
今
後
、
登
録
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
な
対
応
と
し
て
、

「
産
地
に
技
術
保
存
団
体
を
設
け
継
承
活
動
の
実
績
を
重
ね
、
重
要
無
形
文
化
財
の

指
定
を
受
け
て
、
ユ
ネ
ス
コ
へ
の
追
加
登
録
を
目
指
す
」
と
し
た
（
「
福
井
新
聞
」

二
〇
一
四
年
一
二
月
三
日
）
。
国
の
指
定
を
受
け
る
ま
で
に
は
、
手
続
き
や
日
数
が
か

か
り
、
す
ぐ
に
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
今
後
、
是
非
が
ん
ば
っ
て
欲
し
い
。

私
た
ち
も
、
世
界
の
無
形
文
化
遺
産
に
選
ば
れ
た
の
は
、
和
紙
が
い
か
に
優
れ
た

も
の
で
、
そ
の
伝
統
が
現
在
も
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
、
勘
違
い
し
な
い
よ
う

に
し
た
い
。
「
次
世
代
に
和
紙
の
技
術
を
継
承
し
て
い
く
団
体
が
国
の
重
要
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
な
い
と
、
越
前

和
紙
が
延
々
と
千
数
百
年
に
わ
た
っ
て
日
本
の
紙
の
中
で
優
れ
た
製
法
を
伝
え
て
き

た
先
導
的
な
技
術
と
歴
史
が
「
遺
産
」
に
値
し
な
い
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

美
濃
や
石
見
、
細
川
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
鳥
の
子
や
奉
書
紙
に
代
表
さ
れ
る
越
前

も
そ
れ
ら
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
歴
史
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、

和
本
の
歴
史
に
と
っ
て
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。そ
の
こ

と
を
今
回
は
述
べ
よ
う
と
思
う
。

奈
良
時
代
か
ら
の
伝
統

七
世
紀
以
前
に
お
い
て
も
越
前
で
紙
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
は

っ
き
り
史
料
に
登
場
す
る
の
は
奈
良
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

「
正
倉
院
文
書
」
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
）
三
月
、
「
政
所
符

写
経
所
領

等
」
に

波
和
良
紙
五
仟
弐
帳

右
越
前
国
所
進
之
紙

と
あ
り
、
波
和
良
紙
（
は
わ
ら
か
み
）
五
千
余
帳
が
越
前
か
ら
貢
進
さ
れ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。波
和
良
紙
と
い
う
の
は
正
倉
院
文
書
に
た
び
た
び
登
場
す
る
種
類

で
、
従
来
の
解
釈
は
「
葉
藁
紙
」
す
な
わ
ち
稲
わ
ら
を
混
ぜ
た
紙
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
や
や
品
質
の
落
ち
る
も
の
だ
が
、
大
量
に
貢
進
さ
れ
た
よ
う
だ
。

そ
の
一
方
で
、
同
文
書
の
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
「
諸
国
未
進
紙
并
筆
紙
麻
等

事
」

越
前
国

紙
四
百
廿
枚
筆
一
百
管
紙
麻
六
十
斤

各
国
が
貢
進
す
べ
き
紙
な
ど
が
未
納
と
な
っ
て
い
る
量
を
記
し
た
文
書
に
、
越
前

も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
は
、
ほ
か
に
全
国
二
十
四
国
か
ら
紙
が
貢
進
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
す
で
に
紙
は
全
国
的
な
生
産
物
に
な
っ
て
い
た
。
尾
張
国

の
よ
う
に
未
進
す
る
こ
と
な
く
貢
進
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
加
え
る
と
さ
ら
に
多
く
な

る
（
寿
岳
文
章
『
日
本
の
紙
』
一
九
六
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。

平
安
時
代
に
入
っ
て
も､

『
延
喜
式
』
主
計
式
上
に
は
、
全
国
四
十
二
カ
国
（
も

ち
ろ
ん
越
前
や
土
佐
も
含
ま
れ
る
）
か
ら
紙
の
貢
進
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
越
前
和
紙
が
古
く
か
ら
生
産
さ
れ
、
都
に
上
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

楮
以
外
に
雁
皮
を
材
料
と
す
る
紙
も
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、古
代
に
お
い
て

は
斐
紙
と
呼
ば
れ
た
。
九
世
紀
以
降
、
宮
廷
の
紙
屋
院
で
漉
か
れ
た
紙
は
上
品
質
で
、

こ
れ
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
紫
式
部
や
清
少
納
言
ら
の
女
流
作
家
の
作
品
が
生
き
た
と
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い
っ
て
も
過
言
で
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
体
制
で
漉
か
れ
た
紙
の
時
代
は
そ
う
長
く
な
く
、
十
二
世
紀
に
入
る

と
紙
屋
院
は
反
故
か
ら
つ
く
る
紙
（
故
紙
）
の
製
造
場
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
。

ほ

ご

こ

し

中
央
に
材
料
が
貢
納
さ
れ
て
こ
な
く
な
っ
た
た
め
、
新
規
の
原
料
が
減
っ
た
の
で
、

故
紙
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
地
方
で
質
の
良
い
紙

が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
が
流
通
に
よ
っ
て
都
に
運
ば
れ
て
く
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
だ
と
も
い
え
る
。

越
前
が
有
名
に
な
る
の
は
、
こ
の
後
か
ら
で
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
上
質
な
雁
皮

紙
で
あ
る
鳥
の
子
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
楮
か
ら
つ
く
る
厚
手
の
奉
書

紙
の
産
地
と
し
て
で
あ
る
。

鳥
の
子
と
い
う
名
称
は
中
世
に
な
っ
て
で
き
た
も
の
で
、十
四
世
紀
前
半
頃
の
記

録
か
ら
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
『
鎌
倉
遺
文
』
所
収
の
「
亀
山
院
凶
事
記
」
嘉
元

三
年
（
一
三
〇
四
）
に
こ
う
あ
る
の
は
古
い
方
だ
ろ
う
。

結
縁
経
御
経
鳥
子
色
紙
黒
字
赤
木
軸

十
五
世
紀
後
半
の
文
明
年
間
以
降
に
な
る
と
盛
ん
に
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
ば
か
り
で
な
く
、そ
れ
が
越
前
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
質
の
良
い
紙
で
あ
る
こ
と

と
し
て
記
述
さ
れ
て
く
る
（
小
野
晃
嗣
『
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
』
一
九
八
一
年
、

法
政
大
学
出
版
局
に
詳
し
い
）
。

た
と
え
ば
、
『
宜
秀
卿
記
』
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
十
一
月
七
日
条
に
、
中
御

門
宜
胤
が
越
前
か
ら
持
参
し
た
紙
は
「
薄
様
二
十
帖
、
鳥
子
五
十
枚
、
厚
様
五
帖
」

と
あ
り
、
薄
様
・
厚
様
も
鳥
の
子
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
鳥
の
子
を
二
枚
重
ね
て
漉
い

て
い
く
打

曇
も
越
前
産
が
尊
ば
れ
た
。
十
五
世
紀
後
半
か
ら
、
鳥
の
子
と
い
え
ば
越

う
ち
ぐ
も
り

前
で
あ
り
、
そ
の
品
質
が
上
々
だ
っ
た
こ
と
が
、
公
卿
た
ち
の
日
記
か
ら
う
か
が
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

近
世
に
お
い
て
も
越
前
鳥
の
子
の
声
望
は
高
く
、
『
雍
州
府
史
』
に

凡
ソ
加
賀
奉
書
、
越
前
鳥
ノ
子
是
ヲ
以
テ
紙
之

と
為
ス
。
…
…
鳥
ノ
子
ハ
其

ノ
紙
色
鶏
卵
ノ
色
ニ
似
り
。
故
ニ
鳥
ノ
子
ト
称
ス
。
越
前
ノ
産
宜
ト
為
ス

と
あ
る
し
（
左
の
画
像
参
照
）
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
も
「
肌
滑
易
書
、
性
堅
耐

久
、
可
謂
紙
王
者
乎
」
と
あ
っ
て

良
の
紙
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
楮
の
厚
紙
と
し
て
古
く
か
ら
檀
紙
が
あ
っ
た
。
ま
ゆ
み
紙
と
も
い
っ

て
か
つ
て
は
、
ま
ゆ
み
の
木
か
ら
つ
く
っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は

一
貫
し
て
桑
科
の
楮
を
原
料
と
し
た
紙
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。平
安
時
代
に
は
別

名
を
陸
奥
紙
と
も
い
い
、
今
の
東
北
地
方
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

み
ち
の
く
が
み

い
る
。
厚
い
ふ
っ
く
ら
し
た
紙
で
、
男
性
の
懐
紙
と
し
て
用
い
た
。
文
字
通
り
懐
に

か

い

し

入
れ
て
お
い
て
、
い

つ
で
も
こ
こ
に
歌
や

漢
詩
な
ど
を
書
き
と

め
て
お
く
の
で
あ
る
。

公
卿
の
日
記
な
ど
は
、

ほ
と
ん
ど
こ
の
檀
紙

を
料
紙
と
し
た
。

檀
紙
が
公
家
男
子
の
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紙
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
よ
り
も
う
少
し
薄
く
て
硬
い
の
が
奉
書
紙
で
、
中
世
以
来
、

ほ
う
し
ょ
が
み

江
戸
時
代
い
っ
ぱ
い
武
家
の
公
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。こ
れ
も
楮
で
漉
い

た
厚
手
の
上
質
な
紙
で
あ
る
。
中
世
に
は
檀
紙
も
越
前
で
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
発
展
し
て
越
前
奉
書
紙
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

書
物
を
「
永
久
」
に
保
存
す
る
紙

こ
の
よ
う
に
越
前
で
質
の
良
い
紙
が
つ
く
ら
れ
、
都
に
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
日

本
の
書
物
に
と
っ
て
有
益
な
こ
と
だ
っ
た
。

日
本
人
は
平
安
時
代
以
来
、
書
物
を
読
み
や
す
く
、
作
り
や
す
く
、
そ
し
て
保
存

し
や
す
く
す
る
工
夫
に
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
が
、そ
れ
は
書
物
を
い

つ
ま
で
も
保
存
す
る
と
い
う
強
い
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
こ
に
紙

の
品
質
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
美
し
く
本
を
つ
く
れ
る
こ
と
、
千
年
の
寿
命

を
も
つ
こ
と
、
そ
し
て
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
容
易
で
あ
る
こ
と
だ
。

和
紙
は
実
際
に
丈
夫
で
長
持
ち
す
る
素
材
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の
麻
紙
も
斐
紙
も

千
年
以
上
も
つ
こ
と
は
実
証
済
み
だ
し
、楮
紙
は
そ
れ
に
加
え
て
腰
が
あ
っ
て
折
り

ち

ょ

し

曲
げ
に
耐
え
る
強
さ
を
持
っ
て
い
る
。

和
本
の
装
訂
が
き
わ
め
て
単
純
な
形
態
で
あ
る
こ
と
も
本
の
寿
命
と
関
係
し
て
く

る
。
西
洋
の
重
厚
な
革
装
は
立
派
だ
が
、
素
人
に
は
直
せ
な
い
。
し
か
し
、
薄
い
表

紙
に
糸
で
綴
じ
た
だ
け
の
和
本
は
、
誰
で
も
容
易
に
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
本
を
長
持
ち
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
本
を
「
今
、
持
っ
て
い
る
」
人
の
役
割
な

の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
次
世

代
に
引
き
継
ぐ
。
紙
は
千
年
も
っ
て
も

糸
は
せ
い
ぜ
い
数
十
年
で
切
れ
て
し
ま

う
。
題
簽
の
糊
も
薄
い
の
で
す
ぐ
は
が

れ
る
。
表
紙
も
傷
み
や
す
い
。
こ
う
し

た
こ
と
は
個
人
で
も
針
と
糸
、
糊
が
あ

れ
ば
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
和

本
の
良
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
以
降
の
和
本
は
九
割
方
、

楮
紙
に
袋
綴
じ
と
い
う
形
態
で
あ
る
。

し
か
し
、
残
り
一
割
程
度
と
は
い
え
、

さ
ま
ざ
ま
な
装
訂
の
本
が
あ
っ
た
。
古

代
以
来
の
巻
子
本
も
健
在
だ
し
、
お
経

や
道
中
記
な
ど
に
折
本
が
あ
り
、
拓
本

な
ど
書
の
手
本
は
折
帖
で
あ
る
。
何
と

い
っ
て
も
歌
集
や
物
語
に
用
い
る
列
帖
装
（
綴
葉
装
）
も
根
強
い
存
在
で
あ
る

（
右
下
図
は
そ
の
例
）
。

こ
の
列
帖
装
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
鳥
の
子
（
斐
紙
）
が
用
い
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
優
雅
な
本
づ
く
り
な
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
、
王
朝
の
紙
屋
院
で
生
産
さ
れ
る
紙
を
紙
屋
紙
〈
か
ん
や
が
み
〉〈
こ
う
や

が
み
〉
な
ど
と
呼
び
、
『
源
氏
物
語
』
「
鈴
虫
」
に
「
紙
屋
の
人
を
召
し
て
、
こ
と
に

す
ず
む
し
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仰
せ
言
賜
ひ
て
、
心
こ
と
に
き
よ
ら
に
漉
か
せ
た
ま
へ
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

「
蓬
生
」
に
も
「
う
る
は
し
き
紙
屋
紙
」
と
出
て
き
て
端
正
で
美
し
い
紙
で
あ
る
と

よ
も
ぎ
う

い
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
厚
様
（
厚
葉
）
、
薄
様
と
が
あ
っ
て
、
厚
様
は
表
裏
に
文
字
を
書
い
て

あ
つ
よ
う

う
す
よ
う

も
裏
写
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
薄
様
と
い
え
ど
も
丈
夫
だ
っ
た
。
こ
れ
に
さ

ま
ざ
ま
な
色
と
模
様
を
入
れ
る
な
ど
美
し

い
紙
を
演
出
し
た
。
そ
れ
で
男
性
が
懐
に

檀
紙
を
入
れ
て
い
た
よ
う
に
、
女
性
は
薄

様
を
懐
紙
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
間

の
厚
さ
も
で
き
る
の
で
、
中
様
と
い
う
こ

な
か
よ
う

と
も
あ
る
。

こ
の
「
う
る
は
し
き
」
紙
を
用
い
て
、
紫
式

部
た
ち
は
物
語
の
冊
子
本
を
自
分
た
ち
の
手

で
制
作
し
た
。
あ
い
に
く
当
時
の
実
物
は
残

っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
精
神
を
受
け
継
い
だ

優
美
な
本
づ
く
り
が
、
そ
の
後
も
続
い
た
。

近
世
に
入
っ
て
、
純
粋
に
平
仮
名
に
よ
る
古

典
文
学
書
を
印
刷
し
た
慶
長
十
三
年
の
『
伊

勢
物
語
』
が
あ
る
。
美
し
い
活
字
で
印
刷
さ

れ
た
こ
と
の
ほ
か
に
木
版
の
挿
絵
を
入
れ
、

表
面
に
胡
粉
を
乗
せ
る
具
引
き
の
色
替
り
料

紙
を
用
い
、
列
帖
装
に
し
た
。
嵯
峨
本
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
京
都
の
嵯
峨
野

さ

が

ぼ

ん

に
居
た
角

倉
素
庵
が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
り
書
の
師
匠
で
あ
る
本
阿
弥
光
悦
の
協
力
で

す
み
の
く
ら

そ

あ
ん

連
綿
体
の
活
字
の
書
体
を
使
い
、
中

院
通
勝
が
校
訂
を
し
た
。
仮
名
書
き
古
典
文
学

な
か
の
い
ん
み
ち
か
つ

の
印
刷
化
は
、〈
雅
〉
な
文
学
の
伝
統
を
江
戸
時
代
に
も
つ
な
げ
て
い
く
役
割
を
果

た
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
影
響
を
受
け
て
観
世
流
の
謡
曲
本
百
冊
、
通
称
「
光
悦
謡

本
」
と
称
さ
れ
る

か
ん
ぜ
り
ゅ
う

う
た
い
ぼ
ん

も
の
や
元
和
六
年
の
刊
記
が
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
元
和
卯
月
」
と
い
わ
れ
る
謡
本
も
で

き
た
（
上
図
画
像
）
。
料
紙
に
具
引
雲
母
模
様
な
ど
を
用
い
、
厚
様
の
雁
皮
紙
の
両

ぐ

び

き

き

ら

面
刷
り
で
列
帖
装
と
し
た
豪
華
な
本
で
あ
る
。平
安
の
書
物
そ
の
も
の
の
形
で
は
な

い
が
、
当
時
の
都
の
人
た
ち
が
考
え
た
平
安
へ
の
憧
れ
が
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

続
い
て
、
江
戸
時
代
の
間
、
公
家
や
上
流
の
武
士
、
商
人
た
ち
の
間
で
、
こ
の
伝

統
と
作
法
に
基
づ
い
た
厚
様
に
優
美
な
書
体
で
書
か
れ
、
列
帖
装
に
し
た
物
語
や
和

歌
集
作
り
続
け
ら
れ
る
。
楮
紙
の
ふ
つ
う
の
袋
綴
じ
の
木
版
本
だ
け
で
な
く
、
こ
の

よ
う
な
本
も
生
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
料
紙
の
す
べ
て
が
越
前
産
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
多
く
は
越
前

で
漉
か
れ
て
も
た
ら
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
今
後

科
学
的
な
分
析
方
法
が
進
ん
で
い
け
ば
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

何
よ
り
も
越
前
の
紙
へ
の
あ
こ
が
れ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
果
た
し
え
た
こ
と
に

は
ち
が
い
な
い
。
本
の
歴
史
へ
の
影
響
力
は
大
き
い
の
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
早

く
、
文
化
遺
産
と
な
る
よ
う
祈
念
し
た
い
。
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