
エ
ッ
セ
イ

古
本
屋
の
仕
事
場

酒
好
き
の
本
屋

橋
口

侯
之
介
（
誠
心
堂
書
店
）

江
戸
の
本
屋
・
和
泉
屋
庄
次
郎
こ
と
慶
元
堂
の
松
沢
老
泉
が
書
い
た
文
政
元
年

い

ず

み

や
し
よ
う

じ

ろ
う

け
い
げ
ん
ど
う

ま
つ
ざ
わ
ろ
う
せ
ん

（
一
八
一
八
）
の
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
日
記
『
堂
前
隠
宅
記
』
を
読
ん
で
み
る

（
弥
吉
光
長
校
『
松
沢
老
泉
資
料
集
』
昭
和
五
十
七
年
、
青
裳
堂
書
店
）。

セ
ド
リ
で
資
金
集
め

老
泉
は
神
田
佐
久
間
町
で
本
屋
を
し
て
い
た
和
泉
屋
庄
八
の
息
子
で
明
和
六
年
（
一

七
六
九
）
に
生
ま
れ
た
。
初
代
の
没
し
た
と
き
は
ま
だ
少
年
だ
っ
た
た
め
、
向
島
辺
り
で

紙
漉
き
を
し
な
が
ら
銭
を
貯
め
、
そ
れ
を
元
手
に
本
の
セ
ド
リ
を
し
な
が
ら
刻
苦
精
励
し

て
寛
政
初
年
（
一
七
九
〇
前
後
）、
浅
草
新
寺
町
に
本
屋
を
再
興
し
た
。

セ
ド
リ
と
は
、
本
屋
を
回
っ
て
本
を
仕
入
れ
、
そ
れ
を
古
書
の
市
や
専
門
店
に
持
っ
て

い
っ
て
利
ざ
や
を
稼
ぐ
商
い
の
こ
と
で
、
江
戸
時
代
か
ら
の
用
語
で
あ
る
。
老
泉
は
若
い

頃
、
こ
の
商
い
で
古
本
を
売
買
し
な
が
ら
開
業
資
金
を
貯
め
た
と
い
う
の
だ
（
森
閏
三
郎

『
書
誌
学
論
攷
』、
青
裳
堂
、
昭
五
十
四
年
な
ど
）。
開
業
後
は
、
漢
籍
と
天
台
宗
系
の
本

を
よ
く
出
版
し
、
い
ち
や
く
江
戸
の
中
心
的
な
本
屋
に
成
長
す
る
。
書
物
問
屋
仲
間

で
は
た
び
た
び
行
事
の
当
番
を
勤
め
て
い
た
。
こ
の
日
記
の
時
期
も
行
事
を
担
っ
て
お
り
、

そ
の
後
任
選
び
に
苦
労
し
た
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

老
泉
は
隠
居
後
の
号
で
、
三
代
目
と
な
っ
た
慶
元
堂
・
和
泉
屋
庄
次
郎
の
店
は
浅
草

の
本
立
寺
門
前
に
あ
り
、
隠
宅
と
は
歩
い
て
数
分
と
か
か
ら
な
い
距
離
で
あ
る
。
日
記

ほ
ん
り
ゆ
う
じ

に
は
「
本
店
」
と
出
て
く
る
。
近
所
に
は
さ
ら
に
娘
婿
と
お
も
わ
れ
る
松
沢
庄

八

し
よ
う
は
ち

（
永
覚
堂
）
の
店
が
あ
り
、
両
国
横

山

町
に
は
慶
元
堂
か
ら
独
立
し
た
和
泉
屋
金
右
衛
門

え
い
か
く
ど
う

よ
こ
や
ま
ち
よ
う

き

ん

え

も

ん

（
玉

巌

堂
）
の
店
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
間
で
緊
密
に
連
携
を
と
り
な
が
ら
商
売
を
し
て

ぎ
よ
く
が
ん
ど
う

い
た
こ
と
が
日
記
か
ら
う
か
が
え
る
。

老
泉
は
、
亀
田
鵬
斎
、
屋
代
弘
賢
、
狩
谷
棭
斎
ら
当
時
の
学
者
と
の
交
際
も
広
く
、
日

か
め

だ

ぼ
う
さ
い

や

し

ろ
ひ
ろ
か
た

か

り

や
え
き
さ
い

記
の
中
に
も
書
物
奉
行
・
近
藤
正
斎
宅
で
貴
重
本
を
拝
見
し
た
り
、自
店
に
あ
る
珍
本
を

せ
い
さ
い

見
せ
る
な
ど
頻
繁
な
や
り
と
り
を

記
し
て
い
る
。

若
い
頃
か
ら
研
鑽
を
積
ん
で
得

た
知
識
を
も
と
に
、
自
ら
の
著
作

も
出
版
し
た
。
漢
学
の
『
経
典

け
い
て
ん

釈

文
盛
事
』（
文
化
七
年
刊
）
や

し
や
く
も
ん
せ

い

じ

『
彙
刻
書
目
外
集
』
（文
政
三
年
刊
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
彙
刻
書
目
と
は
、

漢
籍
の
叢
書
や
合
刻
（複
数
の
著
作

を
含
む
版
本
）の
収
録
品
を
目
録
に

し
た
も
の
で
、
清
代
の
顧
修
が
編

こ
し
ゆ
う

集
し
た
『
彙
刻
書
目
』
十
巻
が
原
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本
だ
。
老
泉
は
こ
れ
に
漏
れ
た
作
品
名
を
収
録
し
た
増
補
本
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

ほ
か
、
版
本
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、『
経
籍
答
問
』
も
書
い
て
い
る
。
書
物
の
知
識
を

け
い
せ
き
と
う
も
ん

生
か
し
た
考
証
で
、
現
在
も
方
々
の
文
庫
・
図
書
館
で
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。

眼
力
が
あ
っ
て
、
忙
し
く
働
く
こ
の
人
の
仕
事
の
中
心
は
古
本
で
あ
る
。
新
刊
の
本
づ

く
り
は
そ
の
合
間
に
こ
な
し
て
い
る
程
度
で
、
多
く
の
時
間
は
各
所
を
歩
い
て
本
を
探
し
、

評
価
し
、
買
入
れ
を
す
る
こ
と
に
割
い
て
い
る
。
こ
れ
は
古
本
屋
の
仕
事
そ
の
も
の
で
あ

る
。
買
っ
た
本
は
、
傷
み
な
ど
を
修
復
し
、
落
丁
が
な
い
か
ど
う
か
検
査
し
て
息
子
の
店

や
娘
婿
の
店
に
卸
し
て
販
売
し
た
。
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
仕
入
れ
本
に
、
五
山
版
や
古
写
本

な
ど
の
稀
覯
本
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
た
び
た
び
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
た
る

も
の
は
宋
版
の
『
爾
雅
注
疏
』
だ
ろ
う
。
常
陸
の
寺
か
ら
出
た
も
の
ら
し
い
。
外
出
し
な

じ

が

ち
ゅ
う
そ

い
時
は
、
も
っ
ぱ
ら
本
の
繕
い
を
し
て
い
た
が
、
こ
の
『
爾
雅
注
疏
』
は
こ
と
さ
ら
て
い

ね
い
に
修
復
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
本
が
ど
こ
へ
売
ら
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

こ
の
日
記
で
は
冊
数
の
欠
け
た
本
の
部
分
を「
半
本
」と
い
っ
て
い
る
が
、こ
れ
は
端
本

は

ほ

ん

と
同
じ
で
あ
る
（半
端
本
と
い
う
こ
と
）。
こ
れ
を
探
し
て
欠
本
を
埋
め
て
い
く
こ
と
で
、
よ

り
完
全
な
本
に
し
て
商
品
と
す
る
。
老
泉
は
、
毎
日
の
よ
う
に
他
店
を
歩
い
て
半
本
を
探

し
て
い
る
。
当
時
の
本
屋
は
ど
こ
で
も
こ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
お
り
、
欠
本
と
な
っ
て

い
る
巻
数
や
、
半
本
で
も
っ
て
い
る
本
を
一
覧
し
た
帳
面
「
半
本
帳
」
を
作
成
し
て
い
た

よ
う
だ
。
そ
れ
で
各
店
同
士
で
融
通
し
合
い
本
を
揃
え
て
い
く
。
ほ
と
ん
ど
の
本
屋
が
古

本
の
流
通
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
で
理
解
で
き
る
。
江
戸
の
本
屋
が
出
版

を
中
心
に
な
り
立
っ
て
い
た
の
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
の
流
通
に
か
か
わ
っ
て
生
計
を

立
て
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

精
力
的
に
本
屋
回
り

そ
の
日
常
の
仕
事
ぶ
り
は
精
力
的
に
本
を
集
め
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て

よ
い
。
少
し
長
い
が
九
月
二
日
の
記
事
を
紹
介
す
る
。
旧
暦
九
月
の
午
前
四
時
に
起
床
。

ま
だ
暗
い
の
で
提
灯
を
持
っ
て
ま
ず
娘
婿
の
永
覚
堂
に
向
か
う
。
前
夜
の
荷
物
を
受

け
取
る
。
次
に
横
山
町
の
金
右
衛
門
に
寄
る
が
、
ま
だ
起
き
て
こ
な
い
。
馬
喰
町
の

川
村
儀
右
衛
門
も
ま
だ
寝
て
い
た
。
起
き
る
の
を
待
っ
て
、
金
右
衛
門
に
は
五
山
版

の
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
刊
『
夢
窓
国
師
語
録
』
を
見
せ
、
川
儀
へ
は
先
日
借
り

む

そ
う
こ
く

し

ご

ろ
く

た
『
左
伝

注

疏
』
の
内
の
一
冊
を
返
し
、『
史
記
』
の
世
家
部
二
冊
を
貸
し
た
。
日

さ

で
ん
ち
ゆ
う

そ

本
橋
へ
出
て
松
本
平
助
の
店
に
寄
っ
た
が
、こ
こ
も
家
内
の
者
も
店
の
衆
も
起
き
て

こ
な
か
っ
た
が
、
下
女
が
起
き
て
い
た
の
で
『
三
才
図
会
』
の
端
本
の
事
を
頼
ん
で

さ
ん
さ
い

ず

え

お
い
た
。
そ
の
足
で
芝
に
向
か
い
、
ま
ず
神
明
町
の
和
泉
屋
吉
兵
衛
を
尋
ね
た
が
、

必
要
な
端
本
は
無
い
よ
う
だ
っ
た
が
、
医
書
の
良
い
本
を
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
同

じ
町
の
岡
田
屋
嘉
七
へ
行
き
、
種
々
の
端
本
を
合
わ
せ
、
揃
っ
た
も
の
を
預
け
て
お

い
た
。
和
泉
屋
新
八
に
も
寄
っ
た
が
留
守
な
の
で
会
わ
な
か
っ
た
。
途
中
、
芝
の
宇

田
川
町
の
酒
屋
で
一
合
半
の
酒
を
呑
む
。
肴
二
種
共
で
七
十
二
文
だ
っ
た
。
帰
路
も

い
く
つ
か
の
本
屋
に
寄
り
、
日
本
橋
四
日
市
の
西
宮
弥
兵
衛
で
は
宋
版
で
金
沢
文
庫

の
印
が
あ
る
『
太
平
聖
恵
方
』
の
小
児
部
と
同
書
の
内
の
「
傷

寒
門
」
を
古
写
本
で

た
い
へ
い
せ
い
け
い
ほ
う

し
よ
う
か
ん
も
ん

よ
く
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
天
下
の
稀
本
で
御
神
君
（
家
康
）
か
ら
尾
州
侯
に
進
呈
さ

れ
た
も
の
で
、
現
在
も
逢
左
文
庫
に
あ
る
本
の
う
ち
、
何
ら
か
の
事
情
で
外
に
出
て

ほ

う

さ

し
ま
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
何
と
か
し
た
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。
山
城
屋
佐
兵
衛
で
は

そ
の
店
の
半
本
帳
を
見
せ
て
も
ら
い
、
『
農
業
全
書
』
の
巻
五
と
十
、
『
論
語
国
字

こ
く

じ
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解
』
の
四
巻
を
注
文
し
た
。

か
い

結
局
、
こ
の
日
は
浅
草
を
出
て
、
日
本
橋
界
隈
を
経
て
芝
ま
で
足
を
伸
ば
し
、
日

本
橋
に
戻
り
、
通
り
の
本
屋
を
軒
並
み
覗
い
て
南
伝
馬
町
を
歩
く
な
ど
、
十
二
軒
以

上
の
本
屋
に
立
ち
寄
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
は
と
思
う
本
を
買
い
取
っ
た
り
、
善
本
を

見
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
古
道
具
屋
も
覗
く
と
道
具
に
混
じ
っ
て
本

を
売
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
珍
し
い
本
を
見
つ
け
た
。

こ
れ
だ
け
で
な
く
、
途
中
、
当
時
（
文
化
五
年
か
ら
）
書
物
奉
行
を
勤
め
て
い
た

近
藤
重
蔵
こ
と
正
斎
宅
に
上
が
り
、
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』
や
、
清
朝
の
学

ぐ
ん
し
よ

ち

よ
う

者
・
阮
元
の
書
き
入
れ
が
あ
る
『

十

三

経

注

疏
』
、
足
利
尊
氏
ゆ
か
り
の
伊
豆

じ
ゆ
う
さ
ん
ぎ
よ
う
ち
ゆ
う

そ

国
般
若
院
が
蔵
し
て
い
る
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
な
ど
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い

る
。
ま
た
、
金
右
衛
門
の
と
こ
ろ
に
あ
る
五
山
版
の
『
夢
窓
国
師
語
録
』
は
近
藤
正

斎
が
識
語
を
入
れ
て
狩
谷
棭
斎
に
売
る
こ
と
に
な
っ
た
。

酒
を
切
ら
さ
ず
呑
め
る
毎
日

早
朝
か
ら
一
日
が
か
り
で
日
本
橋
か
ら
芝
を
回
っ
て
歩
い
て
い
る
最
中
に
も
酒
を

飲
ん
で
い
た
が
、
老
泉
は
相
当
に
酒
好
き
で
日
記
に
は
毎
日
呑
ん
だ
こ
と
が
出
て
く

る
。
外
回
り
を
し
た
あ
と
に
「
帰
少
々
呑
帰
宅
」「
新
助
方
に
て
酒
で
る
」「
酒
一
升

新
助
へ
渡
す
」
「
う
な
ぎ
に
て
飯
振
る
舞
い
、
酒
少
々
呑
」
と
連
日
酒
が
き
れ
な
い
。

一
日
自
宅
で
本
の
繕
い
を
し
た
日
は
昼
頃
か
ら
前
夜
も
ら
っ
た
焼
き
物
を
肴
に
呑
み

始
め
、
や
っ
て
き
た
慶
元
堂
現
主
人
や
板
木
屋
、
伝
馬
町
の
姪
っ
子
を
交
え
て
夕
方

ま
で
酒
宴
が
続
い
た
。
別
の
日
に
は
修
復
作
業
の
後
本
店
で
酒
を
少
々
呑
み
、
そ
の

後
仕
事
に
出
か
け
、
途
中
酒
を
ま
た
呑
ん
で
帰
宅
し
た
。

日
記
中
の
老
泉
は
ま
だ
四
十
九
歳
だ
が
、
隠
居
し
て
店
を
息
子
に
ま
か
せ
て
お
り
、

自
分
は
好
き
な
本
屋
巡
り
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
そ
の
過
庭
で
珍
し
い
本
に
出
会
う

こ
と
も
あ
り
、
さ
ぞ
楽
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ふ
つ
う
の
セ
ド
リ
と
違
う
の
は
、
本
に

関
す
る
知
識
が
深
く
、
か
つ
同
業
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
一
級
の
書
籍
研
究
者
た
ち

と
の
交
際
も
あ
っ
て
、
稀
覯
本
に
接
す
る
機
会
が
か
な
り
多
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
上
好
き
な
酒
を
遠
慮
無
く
呑
め
る
。
文
政
五
年
、
こ
の
日
記
の
四
年
後
に
五

十
三
歳
で
亡
く
な
る
。
当
時
と
し
て
は
、
平
均
的
な
年
齢
か
も
し
れ
な
い
が
、
酒
を

控
え
て
い
れ
ば
も
う
少
し
長
生
き
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

日
記
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
本
屋
が
登
場
す
る
が
、
半
分
以
上
は
『
近
世
書
林
板
元
総
覧
』

（
井
上
隆
明
編
、
青
裳
堂
書
店
）
に
も
載
っ
て
い
な
い
店
で
、
彼
ら
は
出
版
を
す
る
書
物

屋
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
川
八
十
」
な
る
人
物
に
自
分
の
半
本
帳
を
預
け
て
探
さ
せ
て
い

る
し
、「
道
甚
」
と
い
う
人
物
か
ら
古
本
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
セ

ド
リ
を
業
と
す
る
者
か
床
店
の
古
本
屋
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
老
泉
は
そ
う
い
う
人
た
ち

と
も
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

書
物
問
屋
仲
間
は
、
出
版
を
す
る
店
＝
板
株
を
持
っ
て
い
る
店
の
集
ま
り
で
あ
り
、

板
株
を
持
た
ず
に
本
を
売
買
す
る
者
を
世
利
子
・
売
子
と
呼
ん
で
区
別
し
て
き
た
。
老
泉

せ

り

こ

う
り

こ

の
和
泉
屋
は
れ
っ
き
と
し
た
板
株
を
持
っ
た
本
屋
だ
が
、
そ
の
仕
事
ぶ
り
は
世
利
子
た
ち

と
変
わ
ら
な
い
本
の
収
集
と
売
買
を
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
本
に
か
か
わ
る
商
い
を
す

る
者
の
あ
る
意
味
で
共
通
点
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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