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は
じ
め
に

　
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
百ひ
ゃ
く文も
ん／

二に

朱し
ゅ

　
寓む
だ

骨か
る
た牌

﹄
（
1
）

は
︑

天
明
期
（
一
七
七
二
︱
一
七
八
九
）
に
江
戸
で
流
行
し
て
い
た
﹁
め
く
り
カ
ル

タ
﹂（
現
在
の
ト
ラ
ン
プ
や
花
札
の
よ
う
な
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
）
を
素
材
と
し
た
山
東

京
伝
の
黄
表
紙
で
あ
る
︒
登
場
人
物
は
︑
そ
の
全
て
に
お
い
て
め
く
り
カ
ル
タ

の
札
や
︑
役
（
特
定
の
札
の
組
み
合
わ
せ
で
加
点
の
対
象
と
な
る
）
が
擬
人
化
さ

れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
︑
彼
ら
が
お
家
騒
動
の
物
語
を
演
じ
る
︒﹃
寓
骨

牌
﹄
は
︑
記
録
が
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
め
く
り
カ
ル
タ
の
研
究
に
お
い
て

非
常
に
興
味
深
い
資
料
で
︑
カ
ル
タ
研
究
の
分
野
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

2
）

︒
一

方
︑
黄
表
紙
や
山
東
京
伝
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
︑
珍
し
い
題
材
の
作
品

と
し
て
時
折
わ
ず
か
に
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒

　
例
え
ば
︑
比
較
的
詳
し
く
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
森
銑
三
は
︑
一
九
七
四

年
に
﹁﹃
寓
骨
牌
﹄
を
読
ん
で
︑
第
一
に
困
る
の
は
︑
そ
の
中
に
︹
中
略
︺
メ

ク
リ
札
の
名
や
︑
遊
び
の
上
の
用
語
な
ど
が
出
て
来
る
こ
と
で
︑
そ
れ
に
は
ほ

と
ほ
と
手
を
焼
か
さ
れ
る
﹂
と
述
べ（

3
）

︑
特
に
歌
舞
伎
の
要
素
を
中
心
に
概
要
を

紹
介
し
て
い
る
︒
最
後
に
︑﹁
鬼
﹂
と
﹁
幽
霊
﹂
が
世
帯
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
場
面
の
﹁
強
飯
に
蒟
蒻
の
炒
め
つ
け
に
て
茶
ぶ
る
ま
ひ
を
す
る
﹂
と
い
う
書

き
入
れ
な
ど
に
﹁
当
世
の
庶
民
生
活
に
触
れ
て
い
る
の
が
︑
大
い
に
嬉
し
く
感

ぜ
さ
せ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
が（

4
）

︑
こ
れ
は
︑
作
品
に
対
す
る
評
価
と
し
て
は
や

や
表
面
的
で
あ
ろ
う
︒
翌
年
に
佐
藤
要
人
に
よ
る
注
釈
付
き
の
翻
刻
が
出
版
さ

京
伝
の
擬
人
物
黄
表
紙
の
到
達
点

―
―
カ
ル
タ
見
立
て
の
『
寓
骨
牌
』
を
め
ぐ
っ
て

マ
ス
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れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
研
究
は
大
き
く
進
ん
だ
が（

5
）

︑
そ
の
後
も
こ

の
作
品
は
黄
表
紙
の
研
究
者
の
間
で
あ
ま
り
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
研

究
対
象
と
し
て
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
一
九
八
六
年
に
出
版
さ

れ
た
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
﹄
の
中
で
こ
の
作
品
の
解
説
を
著
し
た
棚
橋
正
博
は
︑

登
場
人
物
と
歌
舞
伎
役
者
の
関
係
に
の
み
注
目
し
︑﹁
蓋
し
︑
当
時
の
歌
舞
伎

の
内
情
の
穿
ち
を
含
む
も
の
か
︑
未
考
﹂
と
結
ん
で
い
る（

6
）

︒
さ
ら
に
︑

一
九
九
二
年
の
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ｉ
﹄
の
解
説
で
は
﹁
翻
刻
に
際
し
︑

め
く
り
か
る
た
が
今
日
で
は
難
解
な
故
に
︑
不
明
な
点
が
少
な
く
な
か
っ
た
﹂

と
い
っ
た
記
述
が
改
め
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る（

7
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
先
行
研
究
で
示
さ
れ
て
き
た
こ
の
作
品
の
最

大
の
難
関
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
に
対
す
る
理
解
︑
あ
る
い
は
め
く
り
カ
ル
タ
と

物
語
の
結
び
つ
き
で
あ
る
と
い
え
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
で
は
め
く
り
カ
ル
タ

の
ル
ー
ル
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
う
え
で
︑
あ
ら
た
め
て
作
品
解
釈
を
試
み
る
︒

ま
た
︑
そ
れ
に
加
え
て
︑
新
た
に
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
及
び
擬
人
物
の
中
で

﹃
寓
骨
牌
﹄
の
位
置
付
け
を
考
察
し
た
い
︒

　
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
本
作
品
の
意
義
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
擬
人
物
で

あ
る
と
い
う
独
創
性
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
に
︑
す
で
に
め
く
り
カ
ル
タ
を
擬
人
化
し
た
黄
表
紙
と
し
て
井

久
治
茂
作
﹃
下へ
た
の手
癖く
せ

永な
が

物も
の

語が
た
り﹄
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
京
伝
は
そ
の
発
想
を

持
っ
た
初
め
て
の
戯
作
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
で
も
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
魅
力
は
︑
た
だ
め
く
り
カ
ル
タ
を
題
材
と
し
て

い
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
ゲ
ー
ム
中
の
札
ご
と
の
役
割

を
考
え
た
う
え
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
札
を
擬
人
化
し
︑
作
り
上
げ
た
登
場
人
物
の

性
格
や
台せ
り
ふ詞

を
細
部
に
わ
た
っ
て
カ
ル
タ
の
世
界
に
重
ね
合
せ
︑
物
語
全
体
を

め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
の
よ
う
に
読
め
る
よ
う
に
構
成
し
た
山
東
京
伝
の
工
夫

に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
魅
力
は
あ
る
︒

　
ま
た
︑
め
く
り
カ
ル
タ
を
ど
の
よ
う
に
黄
表
紙
の
素
材
と
し
た
か
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
京
伝
が
多
く
著
し
︑
中
心
と
な
っ
て
作
り
あ
げ
た
一
連
の

﹁
擬
人
物
﹂
黄
表
紙
の
形
成
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま

で
カ
ル
タ
研
究
の
資
料
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
﹃
寓
骨
牌
﹄
は
︑
黄
表
紙
創

作
の
方
法
を
考
察
す
る
た
め
の
︑
興
味
深
い
事
例
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
第
一
節
に
お
い
て
め
く
り
カ
ル
タ
遊
び
の
詳
細
を
紹
介
し
︑
第

二
節
で
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
書
誌
の
情
報
や
概
要
を
述
べ
て
か
ら
︑
第
三
節
で
主
な

登
場
人
物
の
創
作
の
発
想
を
探
っ
て
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
札
が
ど
の
よ
う
に
擬

人
化
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
︒
第
四
節
で
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
に
擬な
ぞ

え
ら

れ
た
登
場
人
物
の
関
係
が
ラ
ン
ダ
ム
で
は
な
く
︑
元
の
札
の
機
能
を
守
っ
て
い

る
こ
と
を
示
す
︒
先
に
結
論
を
い
え
ば
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
︑
あ

る
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に
見
立
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
第
五

節
で
︑
同
様
に
め
く
り
カ
ル
タ
を
擬
人
化
し
た
﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
と
照
ら
し

合
わ
せ
る
こ
と
で
改
め
て
﹃
寓
骨
牌
﹄
を
評
価
し
︑
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
天
明

期
の
山
東
京
伝
に
よ
る
擬
人
物
の
黄
表
紙
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
点
を
示
し
︑

最
後
に
︑
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
︒
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一
　
め
く
り
カ
ル
タ
と
は

　﹃
寓
骨
牌
﹄
の
擬
人
化
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
め
く
り
カ
ル
タ
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
情
報
を
述
べ
る
︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
は
四
種
の
紋
標
が
十
二
枚
ず
つ
︑
一
組
四
十
八
枚
と
い
う
構

成
を
と
る
︒
こ
の
よ
う
な
構
成
の
札
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
伝
え
た
南
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
式
の
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
に
由
来
し
て
い
る
︒﹁
め
く
り
﹂
と
は
︑
本
来

ゲ
ー
ム
の
名
称
だ
っ
た
が
︑
古
く
天
正
カ
ル
タ
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
の
道
具
の

こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
本
来
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド

で
行
わ
れ
る
ゲ
ー
ム
の
一
つ
で
あ
る
﹁
ト
ラ
ン
プ
﹂
で
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
の

こ
と
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
同
様
に
︑
天
正
カ
ル
タ
も
遊
技
名
で
﹁
よ
み

カ
ル
タ
﹂
や
﹁
め
く
り
カ
ル
タ
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒

　
天
正
カ
ル
タ
の
用
語
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
由
来
し
︑
四
つ
の
紋
標
は
ハ
ウ

（pau

﹁
棍
棒
﹂）・
イ
ス
（espada

﹁
剣
﹂）・
オ
ウ
ル
（ouro

﹁
貨
幣
﹂）・
コ
ッ
プ

（copa

﹁
聖
杯
﹂）
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
時
代
が
下
る
と
と
も
に
天
正
カ
ル
タ
の

デ
ザ
イ
ン
か
ら
は
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
趣
き
が
失
わ
れ
︑
王
子
な
ど
の
人
物
は
日

本
ら
し
い
姿
に
な
り
︑
全
体
的
に
絵
柄
が
簡
素
か
つ
抽
象
的
に
な
っ
て
い
く
傾

向
が
見
ら
れ
る
（
図
1
）︒

　
同
様
に
︑
ゲ
ー
ム
の
進
め
方
に
つ
い
て
も
日
本
人
の
嗜
好
に
合
わ
せ
て
変
更

さ
れ
て
い
き
︑
様
々
な
技
法
（
遊
び
方
）
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
︒﹁
よ
み
﹂

と
呼
ば
れ
て
い
る
技
法
は
十
七
世
紀
後

半
か
ら
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
文
献
上
で

も
多
く
見
ら
れ
︑
全
国
的
に
流
行
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る（

8
）

︒
明
和
期

（
一
七
六
四
︱
一
七
七
二
）
刊
の
よ
み
カ

ル
タ
の
説
明
書
﹃
雨
中
徒
然
草
﹄
に
よ

る
と（

9
）

︑﹁
よ
み
﹂
は
イ
ス
（
剣
）
の
紋

標
の
十
二
枚
を
除
い
た
三
十
六
枚
で
行

わ
れ
︑
数
多
く
の
役
を
伴
っ
て
い
る
の

が
特
徴
だ
っ
た
︒

　﹁
よ
み
﹂
の
次
に
﹁
め
く
り
﹂
と
い

う
技
法
が
流
行
す
る
︒
こ
れ
は
︑
天
正

カ
ル
タ
四
十
八
枚
を
使
っ
た
技
法
で
あ

る
︒
時
期
と
し
て
は
︑
安
永
期

（
一
七
七
二
︱
一
七
八
〇
）
か
ら
黄
表
紙

な
ど
の
戯
作
に
現
わ
れ
始
め
︑
天
明
期

（
一
七
八
一
︱
一
七
八
九
）
に
人
気
の

ピ
ー
ク
を
む
か
え
て
い
る
︒
め
く
り
カ

ル
タ
は
特
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
文
献

で
見
ら
れ
︑
そ
の
流
行
は
黄
表
紙
が
流

行
し
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
︒

 図 1　両方とも、もともと棒札の王子が描かれている「ハウ（青
札）のきり」。左は「三池カルタ」（江戸初期）：最も古い日本製
カルタの一枚であり、デザインはポルトガル人が伝達した南ヨー
ロッパ製カルタに近いとされている（写真の出典は江橋崇ほか監
修『図説カルタの世界』大牟田市立三池カルタ記念館、2002 年、
9 頁）。右は「『雨中徒然草』カルタ全図」（江戸中期）：デザイン
が日本化され（日本式の鎧を着ている武者を描いているか）、抽
象的になった（写真出典：日本かるた館編『江戸めくり加留多資
料集』近世風俗研究会、1975 年より）。
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　﹃
寓
骨
牌
﹄
の
登
場
人
物
は
全
て
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
札
と
役
を
題
材
に
し

て
い
る
︒
そ
の
擬
人
化
の
手
法
は
︑
主
に
札
や
役
の
名
称
と
ゲ
ー
ム
に
お
け
る

機
能
を
土
台
と
し
て
い
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
京
伝
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
札
や
役
を
擬
人
化
し
た
の
か

を
具
体
的
に
論
じ
て
い
く
が
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
ま
ず
め
く
り
カ
ル
タ
の
行
い

方
や
札
の
名
称
・
用
語
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
期
に
お
け

る
め
く
り
カ
ル
タ
の
遊
び
方
に
つ
い
て
記
録
は
極
め
て
少
な
い
︒
現
在
知
ら
れ

て
い
る
情
報
は
ほ
ぼ
︑
寛
政
期
に
（
一
七
八
九
︱
一
八
〇
一
）
に
ま
と
め
ら
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
﹃
博ば
く

奕ち

仕し

方か
た

風ふ
う

聞も
ん

書し
ょ

﹄
に
よ
る
も
の
で
あ
る（

10
）

︒
こ
の
書
物
は

め
く
り
カ
ル
タ
の
遊
び
方
を
教
え
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
︑
賭
博
を
取
り
締

ま
る
側
の
視
点
か
ら
書
か
れ
た
覚
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
︑
不
明
な
と

こ
ろ
も
残
る
が
︑
こ
れ
に
記
さ
れ
た
内
容
を
も
と
に
︑
当
時
の
遊
び
方
を
示
す

と
︑
次
の
通
り
と
な
る（

11
）

︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
は
二
人
か
ら
四
人
ま
で
で
行
わ
れ
る
︒
ま
ず
﹁
親
﹂
が
ほ
か

の
参
加
者
に
札
を
七
枚
ず
つ
配
り
（﹁
手
札
﹂）︑
六
枚
を
表
側
が
見
え
る
よ
う

に
真
ん
中
に
置
く
（﹁
場
札
﹂）︒
残
り
の
札
は
裏
側
を
上
に
し
て
山
積
み
に
し

た
状
態
で
隣
に
置
か
れ
る
︒
参
加
者
は
順
番
に
手
札
を
数
字
で
場
札
に
合
わ
せ

て
取
る
（﹁
打
つ
﹂）

（
12
）

︒
そ
し
て
︑
積
み
重
ね
て
い
る
札
の
山
か
ら
一
枚
を
め
く
っ

て
︑
そ
れ
も
場
札
に
合
わ
せ
て
取
る
︒
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
参
加
者
の
取
っ
た

札
の
点
数
を
数
え
て
︑
点
数
が
多
い
参
加
者
の
勝
利
と
な
る
︒

　
点
数
の
数
え
方
は
大
き
く
紋
票
で
決
ま
り
︑
ハ
ウ
（
棍
棒
）
と
イ
ス
（
剣
）

 図 2　めくりカルタの札の名称と点数。『雨中徒然草』カルタ全図（前掲『江戸めくり加留多資料集』より）。
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は
点
数
が
付
く
紋
標
と
し
て
﹁
青
札
﹂
と
﹁
赤
札
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
︑

点
数
が
付
か
な
い
オ
ウ
ル
（
貨
幣
）
と
コ
ッ
プ
（
聖
杯
）
は
無
点
数
を
意
味
す

る
用
語
で
あ
る
﹁
す
べ
た
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る（

13
）

︒

　﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
札
の
名
称
と
点
数
が
細
か
く
記
録

さ
れ
て
い
る
︒
札
の
名
称
は
基
本
的
に
﹁（
紋
標
）
の
（
数
字
）﹂
と
な
る
が
︑

あ
る
特
定
の
札
は
︑
例
え
ば
エ
ビ
が
描
か
れ
て
い
る
赤
札
の
二
が
﹁
海
老
二
﹂

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
︑
描
か
れ
て
い
る
絵
な
ど
に
よ
っ
て
︑
隠
語
の
よ
う
な
名

称
が
付
く
（
図
2
の
﹁
め
く
り
カ
ル
タ
の
札
の
名
称
と
点
数
﹂
を
参
照
）︒

　
し
か
し
︑﹁
役
﹂
に
関
し
て
は
名
称
と
構
成
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
役
と

は
︑
特
定
の
三
枚
の
札
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
成
立
す
る
︒
こ
の
役
を
入
手

す
る
と
特
定
の
点
数
な
ど
を
加
え
る
権
利
が
生
じ
る
た
め
︑
勝
利
へ
導
く
も
の

だ
と
さ
れ
る（

14
）

︒

　﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
は
六
つ
で
︑

そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
︒
図
3
﹁
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
一

覧
﹂
に
み
る
よ
う
に
︑
二
つ
ず
つ
対
に
な
っ
て
い
る
︒
歌
舞
伎
役
者
市
川
団
十

郎
の
名
前
を
借
り
た
﹁
団
十
郎
﹂
役
は
︑
青
札
の
一
・
二
・
十
（
そ
れ
ぞ
れ
︑

あ
ざ
・
青
二
・
釈
迦
十
と
称
さ
れ
る
札
）
と
い
っ
た
三
枚
か
ら
な
る
︒
こ
の
組
み

合
わ
せ
の
う
ち
︑
青
札
の
二
の
代
わ
り
に
︑
海
老
が
描
か
れ
て
い
る
赤
札
の
二

（
海
老
二
と
称
さ
れ
る
札
）
が
あ
っ
た
ら
︑﹁
海
老
蔵
﹂
役
に
な
る
︒
ま
た
︑
同

じ
く
歌
舞
伎
役
者
中
村
仲
蔵
の
名
前
を
使
っ
て
い
る
﹁
仲
蔵
﹂
役
は
青
札
の

七
・
八
・
九
の
三
枚
か
ら
な
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
赤
札
の
七
・
八
・
九
の
三

枚
は
︑﹁
赤
蔵
﹂
役
を
な
す
︒
最
後
に
︑
青
札
の
一
・
二
・
三
枚
目
に
あ
た
る

札
（
あ
ざ
・
青
二
・
青
三
）
が
﹁
下
三
﹂
役
で
︑
青
札
の
十
・
十
一
・
十
二
枚

目
に
あ
た
る
札
（
釈
迦
十
・
青
馬
・
青
き
り
）
が
﹁
上
三
﹂
役
を
な
す
︒

二
　『
寓
骨
牌
』
の
概
要

　﹃
百
文
／
二
朱
　
寓
骨
牌
﹄
は
︑
上
中
下
三
巻
三
冊
十
五
丁
で
︑
十
五
ウ（

15
）

に

﹁
京
伝
作
・
政
の
ぶ
画
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
山
東
京
伝
作
・
北
尾
政
演
（
山
東

 図 3　めくりカルタの役一覧　（写真は、三池カルタ・歴史資料館
の「黒馬」の札。筆者撮影）
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京
伝
）
画
の
作
品
で
あ
る
︒
板
元
は
榎
本
屋
吉
兵
衛
で
︑
刊
行
年
は
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）
で
あ
る
︒
柱
題
は
﹁
あ
ぐ
ら
山
﹂
で
︑
角つ
の

書が

き
﹁
百
文
／
二
朱
﹂

と
同
様
に
︑
す
で
に
カ
ル
タ
の
形
で
普
及
し
て
い
た
﹃
小
倉
山
百
人
一
首
﹄
の

も
じ
り
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
百
文
／
二
朱
﹂
の
文
・
朱
は
貨
幣
の
単

位
で
︑
賭
博
を
連
想
さ
せ
る
︒
ま
た
︑﹁
あ
ぐ
ら
山
﹂
の
あ
ぐ
ら
は
め
く
り
カ

ル
タ
の
勝
負
を
行
う
と
き
の
座
り
方
を
指
す
︒
序
文
の
代
わ
り
に
︑
一
オ
に

﹁
蚊
か
に
く
わ
れ
ぬ
ま
じ
な
い
の
う
た

不
食
咒
哥
﹂
と
あ
り
︑
柿
本
人
麻
呂
な
ど
の
有
名
な
歌
を
カ
ル
タ
用
語
で

も
じ
っ
た
三
首
が
あ
る
︒﹁
蚊
に
食
わ
れ
ぬ
呪
い
﹂
と
は
博ば
く

打ち

を
い
う
隠
語
で

あ
る
︒

　﹃
寓
骨
牌
﹄
は
登
場
人
物
が
多
く
︑
プ
ロ
ッ
ト
が
複
雑
で
あ
る
た
め
︑
代
表

的
な
擬
人
化
の
事
例
を
詳
し
く
述
べ
る
前
に
︑
そ
の
概
要
を
述
べ
て
お
く
（
以

下
︑
初
出
の
登
場
人
物
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
す
）︒

　
め
く
り
の
役
人
仲
蔵
が
札
の
親
分
六
大
膳
（
め
く
り
カ
ル
タ
の
六
つ
の
役
の
擬

人
化
）
を
ぶ
ち
の
め
し
て
︑
九
大
膳
を
流
行
ら
せ
る
（
つ
ま
り
め
く
り
カ
ル
タ

の
役
を
増
や
す
）
た
め
に
︑
陰
謀
を
企
て
る
︒
仲
蔵
の
仲
間
は
赤
蔵
や
ぐ
し
六

で
︑
そ
れ
に
六
大
膳
の
家
来
で
あ
る
す
べ
た
の
八
蔵
が
加
わ
る
︒

　
六
大
膳
自
身
は
登
場
人
物
と
し
て
現
れ
な
い
が
︑
そ
の
姫
君
の
六
大
御
前
と

許い
い
な
ず
け
婚
の
青
木
馬
之
丞
と
そ
の
家
来
た
ち
が
︑
善
人
方
と
し
て
登
場
す
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
お
家
騒
動
風
の
本
筋
に
対
し
て
︑
様
々
な
横
筋
が
絡
め
ら
れ
る
︒

　
ま
ず
︑
六
大
御
前
の
家
来
同
士
で
あ
る
青
二
之
助
と
腰
元
の
お
六
と
の
間
に

関
係
が
結
ば
れ
︑
そ
れ
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
二
人
を
死
罪
に
す
る
の
が

普
通
で
あ
る
と
こ
ろ
︑
六
大
御
前
は
二
人
を
解
雇
に
し
て
実
質
的
に
赦
免
す
る
︒

　
点
銭
寺
の
釈
迦
十
如
来
の
開
帳
を
機
会
に
︑
住
職
の
す
だ
れ
十
が
六
大
御
前

に
一
目
惚
れ
し
て
口
説
こ
う
と
す
る
と
い
う
︑
歌
舞
伎
の
﹁
清
玄
桜
姫
物
﹂
の

パ
ロ
デ
ィ
ー
と
も
い
え
る
事
件
が
起
こ
る
が
︑
そ
れ
に
失
敗
し
た
す
だ
れ
十
は

狂
乱
し
︑
や
が
て
仲
蔵
の
仲
間
に
入
る
︒
六
大
御
前
を
逃
し
た
腰
元
の
お
七
が

す
だ
れ
十
に
足
蹴
に
さ
れ
る
が
︑
青
木
馬
之
丞
の
家
来
で
あ
る
小
姓
桐
三
郎
に

介
抱
さ
れ
︑
恋
愛
関
係
が
結
ば
れ
る
︒

　
つ
づ
け
て
︑
不
景
気
に
な
っ
た
地
獄
に
住
む
鬼
と
幽
霊
の
夫
婦
が
登
場
し
︑

食
い
つ
な
ぐ
た
め
に
江
戸
で
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
に
で
も
な
ろ
う
と
︑
娑
婆
の

旅
に
出
る
︒
小
姓
桐
三
郎
と
お
七
は
︑
青
二
之
助
と
お
六
の
よ
う
に
お
家
の
法

度
を
破
ら
な
い
よ
う
に
自
ら
暇
を
取
り
︑
青
二
之
助
ら
の
住
ま
い
へ
向
か
う
が
︑

途
中
︑
赤
蔵
が
お
七
を
手
に
入
れ
よ
う
と
密
か
に
二
人
を
追
い
か
け
る
︒

　
一
方
︑
河
童
十
（
コ
ッ
プ
十
の
札
の
も
じ
り
か
）
は
若
衆
で
あ
る
小
姓
桐
三

郎
を
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
際
︑
鬼
と
幽
霊
が
悪
人
を
止
め
︑
桐
三
郎
は

お
礼
に
夫
婦
が
店
を
持
て
る
よ
う
に
世
話
を
す
る
︒

　
仲
蔵
は
修
験
者
に
頼
ん
で
青
木
馬
之
丞
が
舅
し
ゅ
う
との
六
大
膳
に
貰
っ
た
家
宝
﹁
痣

丸
の
太
刀
﹂
を
奪
う（

16
）

︒
青
木
馬
之
丞
は
恥
の
あ
ま
り
に
六
大
御
前
と
共
に
館
を

忍
び
出
で
︑
お
六
と
青
二
之
助
の
家
に
隠
れ
る
︒
そ
こ
に
す
べ
た
の
八
蔵
が
訪

ね
て
き
て
︑
六
大
膳
の
命
令
だ
と
う
そ
を
つ
い
て
︑
六
大
御
前
と
青
木
馬
之
丞

の
首
を
討
っ
て
渡
す
よ
う
に
頼
む
︒
六
大
御
前
に
恩
返
し
を
す
る
た
め
に
︑
お
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六
と
青
二
之
助
は
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
を
決
心
す
る
が
︑
小
姓
桐
三
郎
も
御

返
し
を
し
た
い
と
述
べ
︑
切
腹
す
る
︒
夜
の
間
に
︑
す
べ
た
の
八
蔵
と
ぐ
し
六

が
六
大
御
前
と
青
木
馬
之
丞
を
駕か

籠ご

に
乗
せ
て
︑
仲
蔵
の
館
へ
連
れ
て
行
く
︒

　
駕
籠
の
垂
れ
を
開
け
る
と
︑
六
大
御
前
と
青
木
馬
之
丞
の
代
わ
り
に
鬼
と
幽

霊
が
座
っ
て
お
り
︑
仲
蔵
は
大
い
に
怒
る
︒
こ
こ
で
善
玉
と
し
て
︑
役
の
海
老

蔵
と
団
十
郎
が
登
場
し
陰
謀
を
は
ば
む
︒

　
最
後
の
半
丁
で
︑
切
腹
し
た
桐
三
郎
の
霊
魂
が
桐
の
木
に
な
り
︑
お
六
（
桐

三
郎
の
恋
人
お
七
の
誤
り
か
）
の
霊
魂
は
孔
雀
に
な
る
と
説
明
さ
れ
る
︒
そ
れ

を
見
た
世
の
人
が
︑
孔
雀
を
鳳
凰
と
見
間
違
え
て
︑﹁
桐
に
鳳
凰
﹂
で
こ
の
草

紙
の
キ
リ
に
鳳
凰
が
現
わ
れ
て
め
で
た
い
結
び
だ
と
こ
じ
つ
け
て
本
作
は
終
わ

る
︒

　
な
お
︑
登
場
人
物
が
多
い
の
で
︑
前
掲
の
関
係
図
（
図
4
）
も
参
照
し
て
ほ

し
い
︒三

　
カ
ル
タ
の
擬
人
化
を
め
ぐ
っ
て

　
カ
ル
タ
の
黄
表
紙
化
を
解
明
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
京
伝
が
ど
の
よ
う
に
め

く
り
カ
ル
タ
を
擬
人
化
し
︑
登
場
人
物
に
し
た
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　﹃
寓
骨
牌
﹄
の
物
語
は
︑
め
く
り
の
役
人
仲
蔵
が
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
変
え

る
た
め
に
陰
謀
を
企
て
て
︑
酒
を
飲
み
な
が
ら
仲
間
た
ち
と
相
談
す
る
場
面
で

始
ま
る
（
図
5
）︒
屏
風
の
前
に
座
っ
て
い
る
の
は
﹁
人
﹂
の
文
字
を
三
つ
並

べ
た
紋
の
柄
の
衣
を
着
て
い
る
仲
蔵
で
︑
そ
の
右
に
味
方
の
赤
蔵
が
い
る
︒
二

人
の
前
に
紙
の
貼
っ
た
火
鉢
が
あ
り
︑
そ
の
中
に
お
酒
の
徳
利
が
置
い
て
あ
る
︒

二
人
の
前
に
︑
後
ろ
姿
で
す
べ
た
の
八
蔵
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
背
筋
を
伸
ば

し
て
い
る
の
は
︑
目
上
の
二
人
の
人
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
姿
勢
で
あ
る
︒

　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
と
役
人
を
掛
け
て

﹁
め
く
り
の
役
人
﹂
と
紹
介
さ
れ
る
仲
蔵
は
︑
初
代
中
村
仲
蔵
の
似
顔
絵
で
描

 図 4　『寓骨牌』登場人物の相関図
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か
れ
て
い
る（

17
）

︒
さ
ら
に
︑
そ
の
着
物
の
柄
は
先
述
の
中
村
仲
蔵
の
家
紋
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑
歌
舞
伎
役
者
そ
の
人
と
の
関
連
性
が
強
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
め
く
り
カ
ル
タ
で
青
札
の
七
・
八
・
九
の
組
み
合

わ
せ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
仲
蔵
役
は
︑
そ
の
名
称
に
由
来
す
る
発
想
で
擬
人

化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
同
様
に
︑
物
語
の
結
び
に
登
場
す
る
海
老
蔵
役
と

団
十
郎
役
も
当
時
の
同
名
の
歌
舞
伎
役
者
の
そ
れ
ぞ
れ
四
代
目
︑
五
代
目
を
モ

デ
ル
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
京
伝
は
︑
黄
表
紙
に
と
っ
て
定
番
の
題
材
で
あ
る
歌
舞
伎
の
役

者
名
が
︑
め
く
り
カ
ル
タ
用
語
に
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
︑
そ
れ
を
め

く
り
カ
ル
タ
を
黄
表
紙
の
素
材
と
す
る
た
め
の
軸
と
し
て
利
用
し
た
と
理
解
で

き
る
︒
黄
表
紙
に
お
い
て
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
仲
蔵
役
と
役
者
中
村
仲
蔵
の
こ

じ
つ
け
は
︑
非
常
に
自
然
な
発
想
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
︑
こ
れ
自
体

に
は
あ
ま
り
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
な
い
と
も
い
え
る
︒

　
し
か
し
京
伝
は
︑
こ
の
発
想
を
出
発
点
と
し
て
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
世
界
と

歌
舞
伎
の
世
界
を
筋
運
び
の
う
え
で
も
結
び
つ
け
︑
お
家
騒
動
風
の
歌
舞
伎
的

な
物
語
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
と
も
と
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
仲
蔵

役
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
中
村
仲
蔵

が
﹁
色
悪
﹂（
二
枚
目
の
悪
人
役
）
の
名
優
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
め
く
り
カ
ル
タ

の
役
を
増
や
そ
う
と
陰
謀
を
企
て
る
﹁
め
く
り
の
役
人
・
仲
蔵
﹂
と
い
う
発
想

が
京
伝
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　
た
だ
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
や
札
は
す
べ
て
歌
舞
伎
の
世
界
か
ら
名
称
を

と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
京
伝
は
こ
れ
ら
を
黄
表
紙
の
中
で

生
か
す
た
め
に
︑
ほ
か
の
方
法
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
︑

六
大
御
前
の
事
例
を
考
察
し
て
み
よ
う
︒

 図 5　『寓骨牌』一ウ・ニオ　物語の冒頭の場面。左から仲蔵と赤蔵、すべたの八郎。以下『寓骨牌』
の図像の出典はすべて、前掲『山東京伝全集　黄表紙Ｉ』。
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六
大
御
前
は
二
番
目
の
見
開
き
に
登
場
す
る（

18
）（

図
6
）︒
右
下
に
見
え
る
看
板

の
中
に
﹁
開
帳
　
五
大
山
点
銭
寺
　
釈
迦
十
世
尊
　
霊
宝
等
﹂
と
書
き
込
ん
で

い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
舞
台
は
開
帳
場
の
前
で
あ
る
︒
点
銭
寺
は
︑

カ
ル
タ
賭
博
の
﹁
寺
銭
﹂
の
連
想
に
加
え
て（

19
）

︑
め
く
り
カ
ル
タ
賭
博
を
思
わ
せ

る
﹁
点
﹂﹁
銭
﹂
と
い
う
文
字
で
創
造
さ
れ
た
滑
稽
な
寺
の
名
前
で
︑
釈
迦
十

世
尊
も
青
札
の
十
の
名
称
で
あ
る
﹁
釈
迦
十
﹂
に
由
来
す
る
︒
六
大
御
前
は
左

端
の
女
性
で
︑
名
壺
に
平
仮
名
で
﹁
ろ
く
﹂
と
あ
る
︒
そ
の
横
に
家
来
の
青
二

之
助
と
す
べ
た
の
八
蔵
が
し
ゃ
が
み
込
ん
で
お
喋
り
を
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
六

大
御
前
の
前
に
腰
元
の
お
七
と
お
六
が
立
っ
て
い
る
︒
六
大
御
前
と
腰
元
の
お

七
は
顔
を
右
の
方
に
向
け
て
︑
そ
こ
に
い
る
六
大
御
前
の
許い
い
な
ず
け嫁

で
あ
る
青
木

馬
之
丞
（
深
笠
を
被
っ
て
い
る
人
物
）
と
そ
の
家
来
の
小
姓
桐
三
郎
を
見
て
い
る
︒

　
六
大
御
前
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に
お
い
て
一
番
点
数
が
高
い
札
﹁
青

札
の
六
﹂
の
擬
人
化
で
︑
六
大
膳
の
娘
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
女
性
は
︑
許
嫁

の
青
木
馬
之
丞
（
青
札
の
十
一
﹁
青
馬
﹂
の
擬
人
化
）
と
一
緒
に
逃
げ
た
り
︑
す

べ
た
の
八
蔵
に
騙
さ
れ
仲
蔵
の
手
に
落
ち
そ
う
に
な
っ
た
り
︑
す
だ
れ
十
の
片

思
い
の
対
象
に
な
っ
て
追
い
か
け
ら
れ
た
り
し
て
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
中
で
様
々

な
登
場
人
物
に
思
い
を
寄
せ
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
人
物
設
定
は
︑
ま
さ
に
青

札
の
六
の
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
役
割
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
実

際
︑
青
札
の
六
は
点
数
を
得
て
勝
利
す
る
た
め
に
︑
誰
も
が
狙
う
札
で
あ
り
︑

そ
れ
が
こ
の
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
姫
君
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

　
ま
た
︑
六
大
御
前
の
腰
元
と
し
て
お
六
と
お
七
と
い
う
女
性
が
登
場
す
る
︒

こ
れ
も
数
字
の
札
の
擬
人
化
だ
と
捉
え
ら
れ
る
︒
青
札
の
六
に
対
し
て
︑
点
数

が
少
な
い
赤
札
の
六
（
十
点
）
と
青
札
の
七
（
二
十
点
）
が
使
い
と
い
っ
た
脇

 図 6　『寓骨牌』二ウ・三オ　六大御前の登場。左から青二之助、すべたの八蔵、六大御前、腰
元お七とお六、青木馬之丞と小姓桐三郎。
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役
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る（

20
）

︒
お
六
は
青
二
之
助
と
不
義
を
は
た
ら
い
た
た

め
六
大
御
前
の
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
青
木
馬
之
丞
と
六
大
御
前

を
匿
か
く
ま

う
と
い
う
役
割
を
果
た
す
︒
そ
れ
は
︑
不
義
を
は
た
ら
い
た
時
に
死
罪
に

せ
ず
解
雇
と
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
恩
返
し
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑
め
く

り
カ
ル
タ
で
は
青
札
の
六
を
取
る
た
め
に
︑
同
じ
数
字
の
赤
札
の
六
が
使
用
さ

れ
る
こ
と
に
擬
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
お
七
と
い
う
名
前
か
ら
は
︑

当
時
様
々
な
文
芸
の
題
材
に
な
っ
て
い
た
八
百
屋
お
七
と
吉
三
郎
の
事
件
が
連

想
さ
れ
る
︒
吉
三
郎
が
﹁
桐
三
郎
﹂
と
し
て
め
く
り
カ
ル
タ
の
世
界
に
取
り
こ

ま
れ
︑
新
た
な
横
筋
が
生
ま
れ
る（

21
）

︒

　
仲
蔵
の
仲
間
に
話
を
戻
す
︒
赤
蔵
と
仲
間
の
ぐ
し
六
に
︑
す
べ
た
の
八
蔵
と

い
う
人
物
が
仲
間
入
り
す
る
︒﹁
す
べ
た
﹂
と
は
﹃
江
戸
語
の
辞
典
﹄
で
も
確

認
で
き
る
よ
う
に
︑
無
点
数
の
札
を
意
味
す
る
め
く
り
カ
ル
タ
用
語
で
あ
り
︑

そ
こ
か
ら
転
じ
て
つ
ま
ら
な
い
人
や
醜
い
女
性
を
指
す
﹁
す
べ
た
野
郎
﹂
や

﹁
す
べ
た
女
郎
﹂
な
ど
の
表
現
が
生
み
出
さ
れ
た
ほ
ど
普
及
し
た
語
で
あ
る（

22
）

︒

こ
こ
で
は
︑
す
べ
た
の
八
蔵
は
︑
有
点
数
の
札
に
な
る
た
め
に
主
人
を
裏
切
っ

て
仲
蔵
の
陰
謀
に
参
加
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

　
冒
頭
の
場
面
（
図
5
）
に
︑﹁
せ
め
て
十
ヲ
つ
も
掠
つ
て
置
き
て
へ
も
の
さ
﹂

と
文
句
を
言
う
す
べ
た
の
八
蔵
に
︑
仲
蔵
が
﹁
俺
が
世
に
な
っ
た
ら
︑
そ
の
方

を
も
︑
五
十
の
も
の
に
し
て
く
り
や
ふ
﹂
と
答
え
て
誘
う（

23
）

︒
す
べ
た
は
勝
利
に

役
立
た
な
い
札
で
あ
る
た
め
︑
め
く
っ
て
し
ま
っ
た
人
に
と
っ
て
は
邪
魔
に
な

る
︒
そ
れ
は
札
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
︑
い
わ
ば
﹁
邪
魔
者
扱
い
﹂
さ
れ
る
こ

と
で
あ
り
︑
札
に
命
が
あ
る
な
ら
ば
︑
不
満
に
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
自
分
の

﹁
務
め
﹂
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
す
べ
た
が
人
間
で
あ
れ
ば
︑
主
人
を
裏
切
っ

て
で
も
得
点
の
あ
る
札
に
な
ろ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
︒
京
伝
は
そ
う
い
っ
た
無

点
数
の
札
の
﹁
気
持
ち
﹂
を
想
像
し
︑
擬
人
化
を
通
し
て
作
品
上
に
表
現
し
た

の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
す
べ
た
の
八
蔵
が
様
々
な
方
法
で
積
極
的
に
陰
謀
に
参

加
し
て
も
︑
結
局
お
六
と
青
木
馬
之
丞
の
首
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
︑
や
は
り

価
値
の
な
い
無
点
数
の
札
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

　
最
後
に
︑
す
だ
れ
十
の
例
を
挙
げ
る
︒
こ
れ
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
で
は
赤
札

の
十
の
名
称
で
︑
札
に
僧
侶
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る（

24
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
て
︑
京
伝
は
﹁
点
銭
寺
の
開
帳
﹂
の
場
面
を
物
語
に
織
り
込
ん
だ

可
能
性
が
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
開
帳
と
め
く
り
カ
ル
タ
の
連
想
は
す
で
に
︑
京

伝
の
処
女
作
と
さ
れ
て
い
る
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
刊
の
﹃
お
花
／
半
七
　

開か
い

帳
ち
ょ
う

利り

益
や
く
の

札め
く
り
あ
い
遊
合
﹄
と
そ
の
出
典
で
あ
る
安
永
前
期
刊
の
洒
落
本
﹃
咲さ
き

分わ
け

論ろ
ん

﹄
に
も
見
ら
れ
る（

25
）

︒

　
す
だ
れ
十
は
三
ウ
・
四
オ
の
見
開
き
（
図
7
）
で
点
銭
寺
の
住
持
と
し
て
登

場
す
る
︒
六
大
御
前
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が
︑
腰
元
の
お
七
に
よ
っ
て
阻
ま
れ

る
︒
つ
ま
り
︑
女
に
一
目
惚
れ
し
て
口
説
こ
う
と
す
る
が
︑
逃
げ
ら
れ
て
狂
乱

す
る
と
い
っ
た
︑
清
玄
桜
姫
物
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
事
件
が
起
こ
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
横
筋
を
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
だ
と
す
れ
ば
︑
僧
侶
が
赤
札
の
十
で
︑

姫
君
が
青
札
の
六
で
あ
る
こ
と
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
事
情
を
知
っ
て
い
る
読
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者
に
と
っ
て
納
得
で
き
る
滑
稽
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
め
く
り
カ

ル
タ
で
は
同
じ
数
字
の
札
を
合
わ
せ
て
取
る
の
が
基
本
で
あ
る
か
ら
︑
赤
札
の

十
で
青
札
の
六
を
取
ろ
う
と
し
て
も
︑
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の

た
め
︑
恋
し
た
す
だ
れ
十
も
六
大
御
前
を
諦
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
展

開
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　
す
だ
れ
十
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
︑
次
の
よ
う
に
三
つ
の
発
想
が
重
な
る
︒
札

に
僧
侶
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
こ
の
札
を
﹁
僧
侶
﹂
と
し
て
表
現

し
︑
僧
侶
か
ら
開
帳
を
連
想
し
︑
開
帳
で
僧
侶
が
六
大
御
前
に
一
目
惚
れ
し
て
︑

清
玄
桜
姫
物
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
事
件
を
起
こ
す
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
す
だ
れ
十
の
例
か
ら
は
﹃
寓
骨
牌
﹄
が
い
か
な
る
作
品
な
の

か
︑
よ
く
理
解
で
き
る
︒
京
伝
は
︑
開
帳
の
よ
う
な
江
戸
の
娯
楽
や
︑
清
玄
桜

姫
物
と
い
っ
た
人
気
の
文
芸
を
取
り
上
げ
︑
そ
こ
に
カ
ル
タ
と
連
想
づ
け
ら
れ

る
要
素
を
で
き
る
限
り
見
出
し
て
い
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る

﹃
寓
骨
牌
﹄
は
︑
凝
り
に
凝
っ
た
め
く
り
カ
ル
タ
尽
く
し
の
作
品
だ
と
理
解
で

き
る
︒

　
以
上
︑
取
り
上
げ
て
き
た
例
か
ら
︑
山
東
京
伝
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
名
称
を

連
想
の
出
発
点
と
し
て
使
い
︑
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
の
札
の
機
能
を
活
か
し
な
が

ら
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
し
か
し
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
擬
人
化
が
単
に
札
の
機
能
を
利
用
し
た
だ
け
で
あ

る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
擬
人
化
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
上
︑
腑
に

落
ち
な
い
登
場
人
物
や
出
来
事
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
仲
蔵
役
に
は
青
札
の
六
と

青
札
の
十
一
（﹁
青
馬
﹂）
を
必
要
と
し
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
仲
蔵

は
六
大
御
前
と
青
木
馬
之
丞
の
首
を
取
り
た
い
の
か
︒
こ
う
い
っ
た
︑
一
見
す

る
と
不
明
な
点
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
に
み
ら
れ
る
擬

 図 7　『寓骨牌』三ウ・四オ　すだれ十が点銭寺の開場で六大御前を口説こうとする場面。
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人
化
に
加
え
︑
さ
ら
な
る
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
趣
向
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︒

四
　
カ
ル
タ
見
立
て
の
趣
向

　﹃
寓
骨
牌
﹄
の
登
場
人
物
が
擬
人
化
さ
れ
た
カ
ル
タ
の
札
と
役
で
あ
り
︑

ゲ
ー
ム
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
読

ん
だ
と
し
て
も
︑
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
と
し
て
理
解
し
に
く
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
る
︒
筆
者
は
登
場
人
物
を
分
析
す
る
た
め
に
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
ル
ー
ル
を

見
て
き
た
が
︑
決
ま
っ
た
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
も
︑
勝
負
を
す
る
度
に
配
ら
れ
る

札
や
め
く
ら
れ
る
札
は
違
う
︒
め
く
り
カ
ル
タ
の
面
白
さ
は
ま
さ
に
︑
偶
然
に

配
ら
れ
た
札
を
も
と
に
︑
偶
然
に
真
ん
中
に
置
か
れ
た
札
に
合
わ
せ
て
︑
な
る

べ
く
多
く
の
点
数
を
取
得
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
偶
然
と
参
加
者
の
能
力
に
よ
っ

て
勝
負
が
展
開
し
て
い
く
︒
そ
れ
で
は
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
物
語
を
め
く
り
カ
ル

タ
の
勝
負
と
し
て
読
ん
で
み
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

　
こ
の
よ
う
に
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
︑
今
ま
で
物
語
の
展
開
と
し
て
理
解
し

き
れ
な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
︑
作
品
の
中
で
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
く
る
︒
結
論
か
ら
い
え
ば
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
は
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝

負
に
物
語
を
見
立
て
る
趣
向
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
ま
ず
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
を
読
ん
で
不
明
に
思
う
と
こ
ろ
は
︑
仲
蔵
が
六
大
御
前

と
青
木
馬
之
丞
を
討
ち
取
り
た
い
と
考
え
る
理
由
で
あ
る
︒
物
語
の
設
定
（
図

5
を
参
照
）
は
︑
仲
蔵
が
﹁
札
の
総
録
六
大
膳
を
ぶ
つ
て
し
め
︑
九
大
膳
を
流

行
ら
し
て
︑
役
を
大
き
く
せ
ん
と
巧
み
︑
赤
蔵
︑
ぐ
し
六
な
ぞ
を
語
ら
い
︑
よ

り
〳
〵
陰
謀
を
企
つ
る
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
六
大
膳
を
倒
す
た
め
に
︑
そ
の
娘

の
六
大
御
前
の
首
を
取
り
た
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
だ
が
︑
仲
蔵
役
は
青

札
の
七
・
八
・
九
︑三
枚
の
札
か
ら
な
り
︑
六
大
御
前
こ
と
青
札
の
六
を
必
要

と
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
青
木
馬
之
丞
も
︑
青
馬
と
称
さ
れ
る
青
札
の
十
一
の

擬
人
化
で
あ
る
が
︑
仲
蔵
役
に
必
要
な
も
の
で
は
な
い
︒

　
し
か
し
︑
お
家
騒
動
で
敵
対
す
る
両
者
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
を
し
て
い

る
二
人
の
遊
戯
者
だ
と
す
る
と
︑
以
上
の
筋
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な
る
︒
要
す
る
に
︑
す
で
に
仲
蔵
役
や
赤
蔵
役
な
ど
を
持
っ
て
い
る

（
あ
る
い
は
持
て
そ
う
で
あ
る
）
遊
戯
者
が
︑
点
数
の
一
番
多
い
青
札
の
六
を
は

じ
め
︑
有
点
で
あ
る
青
札
を
な
る
べ
く
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
六
大

御
前
か
青
木
馬
之
丞
の
家
来
と
し
て
登
場
し
て
い
る
青
札
の
七
（
腰
元
お
七
︑

二
十
点
）
と
青
札
の
き
り（

26
）

（
小
姓
桐
三
郎
︑
五
十
点
）︑
ま
た
赤
札
の
六
（
腰
元

お
六
︑十
点
）
と
青
札
の
二
（
青
二
之
助
︑
五
十
点
）
を
取
れ
ば
︑
合
計
百
三
十

点
が
得
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
よ
う
と
思
っ
て
も
︑
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
で
あ

る
た
め
︑
思
っ
た
通
り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
︒
青
札
を
﹁
望
ん
で
い
る
﹂
遊

戯
者
は
︑
狙
っ
て
い
る
札
を
次
々
と
取
ら
れ
︑
青
札
の
き
り
（
小
姓
桐
三
郎
の

首
）
し
か
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

　
登
場
人
物
の
台
詞
に
も
︑
こ
の
よ
う
な
趣
向
の
読
み
方
を
思
わ
せ
る
も
の
が

あ
る
︒
例
え
ば
︑
二
ウ
（
図
6
）
の
青
木
馬
之
丞
が
点
銭
寺
の
開
帳
の
入
り
口

で
六
大
御
前
と
従
者
に
会
っ
た
場
面
に
は
︑
横
に
﹁
な
ん
だ
︑
青
い
六
に
赤
い
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六
︑
青
い
七
一
丁
に
青
二
と
す
べ
た
の
八
一
丁
じ
や
ァ
︑
何
も
役
は
で
き
ね
へ

の
﹂
と
書
か
れ
て
い
る（

27
）

︒
そ
こ
に
い
る
登
場
人
物
を
元
の
札
と
し
て
み
て
︑
こ

の
組
み
合
わ
せ
で
は
何
も
役
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に
見
立
て
て
読
む
よ
う
に
と
い
う
︑
作
者

京
伝
に
よ
る
明
確
な
ヒ
ン
ト
と
し
て
理
解
で
き
る
︒

　
同
様
に
捉
え
ら
れ
る
台
詞
と
し
て
︑
十
オ
（
図
8
）
に
痣
丸
の
太
刀
を
奪
っ

た
修
験
者
が
述
べ
る
﹁
こ
れ
さ
へ
あ
れ
ば
︑
海
老
蔵
に
も
下
三
に
も
な
る
︒
二

役
は
し
め
た
も
の
だ 

〳
〵
︑
よ
し 

〳
〵
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る（

28
）

︒﹁
痣
丸
の
太

刀
﹂
は
青
木
馬
之
丞
が
義
理
の
父
に
な
る
六
大
膳
か
ら
も
ら
っ
た
太
刀
だ
が
︑

め
く
り
カ
ル
タ
に
お
い
て
﹁
あ
ざ
（
痣
）﹂
と
は
青
札
の
一
の
名
称
で
あ
る（

29
）

︒

こ
の
あ
ざ
の
札
は
︑
団
十
郎
役
︑
海
老
蔵
役
と
下
三
役
に
必
要
で
あ
る
（
図
3

﹁
め
く
り
カ
ル
タ
の
役
一
覧
﹂
を
参
照
）︒
痣
丸
を
奪
っ
た
修
験
者
は
ま
さ
に
︑

﹁
あ
ざ
の
札
さ
え
あ
れ
ば
︑
海
老
蔵
役
も
下
三
役
も
で
き
る
︒
よ
し
︑
二
つ
の

役
を
独
り
占
め
に
し
た
ぞ
﹂（
一
人
の
遊
戯
者
が
あ
ざ
の
札
を
持
っ
て
い
る
と
︑
当

然
ほ
か
の
遊
戯
者
は
そ
の
札
を
必
要
と
す
る
役
が
で
き
な
い
）
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
四
ウ
・
五
オ
（
図
9
）
に
︑
六
大
御
前
に
逃
げ
ら
れ
た
す
だ
れ
十
が

怒
り
の
あ
ま
り
に
︑
残
さ
れ
た
腰
元
の
お
七
を
﹁
さ
ん 

〴
〵
踏
む
﹂（
殴
る
）

と
い
っ
た
場
面
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
京
伝
は
そ
の
趣
向
を
さ
ら
に
強
調
し
て
い

る
︒
こ
の
場
面
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
﹁
踏
む
﹂
と
は
︑
実
は
め
く
り

カ
ル
タ
用
語
で
あ
り
︑﹁
他
の
斗
技
者
の
手
に
入
っ
て
は
都
合
の
悪
い
重
要
札

を
︑
自
分
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
合
わ
せ
取
っ
て
自

分
の
札
に
す
る
こ
と
︑
体
の
良
い
邪
魔
立
て
を
意
味
す
る
﹂
と
佐
藤
要
人
が
注

釈
し
て
い
る（

30
）

︒﹁
踏
ま
れ
た
﹂（
殴
ら
れ
た
）
お
七
を
介
抱
す
る
桐
三
郎
が
﹁
さ

 図 8　『寓骨牌』十ウ（右）　仲蔵に頼まれて「痣丸の太刀」を奪った修験者。



94

て 

〳
〵
む
ご
ひ
踏
み
様
を
し
お
つ
た
︒
こ
ね
へ
に
踏
む
と
︑
み
ん
な
大
引
き
へ

丸
く
な
つ
て
入
る
︒
下
手
な
打
ち
様
だ
﹂
と
述
べ
る（

31
）

︒
め
く
り
カ
ル
タ
の
文
脈

に
お
け
る
こ
の
台
詞
は
︑﹁
一
人
の
遊
戯
者
が
︑
必
要
と
し
な
い
札
を
取
っ
て
︑

ほ
か
の
人
が
そ
の
札
で
役
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
と
︑
結

局
︑
勝
負
の
最
後
の
手
に
な
っ
て
︑
す
べ
て
の
役
が
大
引
き
（
最
後
に
打
つ

人
）
の
手
に
入
る
（
最
後
に
残
る
札
は
最
後
の
遊
戯
者
が
手
に
す
る
と
決
ま
っ
て

い
る
か
ら
）
と
は
︑
下
手
な
打
ち
方
だ
な
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
京
伝
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
用
語
の
﹁
踏
む
﹂
を
文
字
通
り
の
意
味
で

あ
る
﹁
踏
む
（
殴
る
）﹂
に
置
き
換
え
て
滑
稽
な
場
面
を
組
み
立
て
︑
桐
三
郎

の
台
詞
で
改
め
て
作
品
の
筋
と
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
の
展
開
を
結
び
付
け
て
︑

読
者
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
中
巻
で
は
︑
そ
れ
ま
で
の
登
場
人
物
の
代
わ
り
に

突
然
︑
鬼
と
幽
霊
が
現
わ
れ
る
た
め
︑
い
っ
た
ん
違
う
物
語
に
な
っ
た
印
象
を

う
け
る
︒
六
ウ
・
七
オ
（
図
10
）
に
鬼
が
足
の
な
い
幽
霊
を
背
負
っ
た
ポ
ー
ズ

で
描
か
れ
て
い
る
︒
男
が
女
を
背
負
っ
て
行
く
川
べ
り
に
柳
が
描
か
れ
た
こ
の

絵
の
構
図
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
芥
川
の
段
の
挿
絵
に
も
似
る
が
︑
七
オ
に
桜

田
治
助
作
詞
の
富
本
節
﹁
お
は
ん
／
長
右
ェ
門
　
道
行
瀬
川
の
仇
浪
﹂（
天
明

元
年
﹇
一
七
八
一
﹈）
を
カ
ル
タ
用
語
で
も
じ
っ
た
﹁
赤
鬼
／
幽
霊
　
道
行
三
瀬

の
川
波
﹂
曲
の
歌
詞
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
こ
は
桂
川
を
踏
ま
え

て
い
る
と
い
え
る（

32
）

︒

　
カ
ル
タ
の
世
界
で
鬼
と
幽
霊
と
い
え
ば
︑
佐
藤
要
人
が
指
摘
し
た
よ
う
に
鬼

札
と
幽
霊
札
を
連
想
す
る
︒﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
に
は
鬼
札
と
幽
霊
札
の
言

及
は
な
い
が
︑
佐
藤
要
人
は
大
田
南
畝
の
﹃
俗ぞ
く

耳じ

鼓く

吹す
い

﹄（
天
明
八
年

﹇
一
七
八
八
﹈
刊
）
を
は
じ
め
︑
め
く
り
カ
ル
タ
に
お
い
て
の
鬼
札
や
幽
霊
札
の

 図 9　『寓骨牌』四ウ・五オ　すだれ十に〈踏まれた〉お七を介抱する桐三郎。
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役
割
が
推
測
で
き
る
文
献
を
指
摘
し
て
い
る（

33
）

︒

　
実
物
の
カ
ル
タ
に
お
い
て
鬼
と
幽
霊
札
を
探
し
て
み
る
と
︑
ラ
イ
デ
ン
の
国

立
民
族
学
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ン
ホ
フ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
シ
ー

ボ
ル
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
カ
ル
タ
の
中
に
︑
四
十
八
枚
の
札
以
外
に
鬼
が
描

か
れ
て
い
る
札
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
図
11
）︒
ど
ち
ら
の
札
に
も
︑
赤

く
塗
っ
た
札
に
鬼
の
仮
面
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
︑
そ
の
後
ろ
に
﹁
金
札
﹂

と
い
う
看
板
が
見
え
る
︒
前
者
に
は
︑
ブ
ロ
ン
ホ
フ
自
身
に
よ
り
ロ
ー
マ
字
で

﹁O
ni D

uivel

﹂
と
記
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
︒D

uivel

と
は

オ
ラ
ン
ダ
語
で
﹁
悪
魔
﹂
を
意
味
し
︑﹁
鬼
﹂
の
訳
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
別
の
カ
ル
タ
に
は
︑
白
札
が
含

ま
れ
て
い
る
︒

 図 10　『寓骨牌』六ウ・七オ　鬼と幽霊の登場。

 図 11　左はブロンホフが収集したカルタ（360-2188）の鬼札
右はシーボルト・コレクションのカルタ（I-2644）の鬼札
ライデンの国立民族学博物館所蔵、筆者撮影。
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こ
の
ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館
所
蔵
の
カ
ル
タ
の
鬼
札
・
白
札
と
そ
っ

く
り
の
も
の
は
︑
天
正
カ
ル
タ
か
ら
発
展
し
た
と
さ
れ
︑
近
・
現
代
ま
で
伝

わ
っ
て
い
る
複
数
の
﹁
地
方
札
﹂
に
も
見
ら
れ
る（

34
）

︒

　
疑
問
と
し
て
残
る
の
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
の
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
鬼
札
と
幽
霊

札
の
使
用
方
法
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
要
人
が
挙
げ
て
い
る
文

献
か
ら
も
明
ら
か
で
は
な
い
︒
と
は
い
え
︑
鬼
札
と
幽
霊
札
は
︑
四
種
の
紋
票

各
十
二
枚
の
セ
ッ
ト
に
所
属
し
て
い
な
い
例
外
的
な
二
枚
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

ゲ
ー
ム
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
特
殊
な
札
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
︒﹃
寓
骨

牌
﹄
に
は
幽
霊
が
﹁
赤
鬼
の
恋
妻
﹂
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
か
ら
︑
鬼
札
と
幽

霊
札
が
似
た
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
た
め
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
に
鬼
と
幽
霊
が
突
然
︑
物
語
に
現
れ
る
の
は
︑
ま

さ
に
勝
負
の
途
中
に
ジ
ョ
ー
カ
ー
的
な
鬼
・
幽
霊
札
が
出
さ
れ
た
様
子
を
反
映

し
て
い
る
と
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒

　
そ
の
後
の
七
ウ
・
八
オ
（
図
12
）
の
場
面
で
は
︑
暇
を
も
ら
っ
た
お
七
と
桐

三
郎
が
赤
蔵
と
河
童
十
に
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
︒
七
ウ
・
八
オ
に
﹁
赤
蔵
は

お
七
を
め
く
り
て
役
を
打
た
ん
と
︑
後
を
つ
け
て
来
り
︑
様
子
を
窺
ふ
︒
河
童

十
は
︑
桐
三
郎
が
若
衆
姿
を
見
込
み
︑
引
き
ず
り
込
ん
で
上
三
を
打
た
ん
と
︑

同
じ
く
窺
ふ（

35
）

﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
を
カ
ル
タ
の
勝
負
の
文
脈
で
解
説
す
る
と
︑
あ

る
遊
戯
者
が
赤
蔵
役
（
赤
七
・
八
・
九
）
に
含
ま
れ
て
い
る
赤
札
の
七
で
青
札

の
七
（
腰
元
の
お
七
）
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
様
子
に
物
語
を
見
立
て
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
若
衆
姿
の
桐
三
郎
に
一
目
惚
れ
し
て
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
河
童
十
を
︑

め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
で
有
点
数
の
札
を
狙
っ
て
い
る
遊
戯
者
に
見
立
て
て
︑

青
札
の
き
り
を
必
要
と
す
る
上
三
役
を
手
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

 図 12　『寓骨牌』七ウ・八オ　お七と桐三郎が赤蔵と河童十に狙われる。



京伝の擬人物黄表紙の到達点――カルタ見立ての『寓骨牌』をめぐって

97

　
次
の
見
開
き
（
図
13
）
で
は
鬼
と
幽
霊
が
悪
人
を
威お
ど

し
て
︑
お
七
と
桐
三
郎

の
難
儀
を
救
う
︒
赤
蔵
が
﹁
鬼
と
幽
霊
に
負
け
ち
や
ァ
過
料
が
出
る
︒
い
ま

 

〳
〵
し
い
﹂
と
い
う
台
詞
を
述
べ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
鬼
札
と
幽
霊
札
に
負
け
た
ら
︑

さ
ら
に
罰
金
を
支
払
わ
せ
ら
れ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
た
め
︑
改
め

て
物
語
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
を
す
る
人
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︒

　
最
後
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
物
語
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
で
あ
る
と
い
っ
た

解
釈
を
︑
最
も
は
っ
き
り
と
証
明
し
て
い
る
場
面
を
考
察
し
た
い
︒
そ
れ
は
︑

十
四
ウ
・
十
五
オ
（
図
14
）
の
結
末
の
場
面
で
あ
る
︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
に
限
ら
ず
︑
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
全
般
に
お
い
て
︑
勝
利
す
る
た

め
に
は
最
後
の
手
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
れ
ま
で
に
め
く
ら
れ

な
か
っ
た
札
や
︑
遊
戯
者
が
独
り
占
め
に
し
て
い
た
札
を
︑
最
後
の
手
で
は
必

ず
︑
場
に
登
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
最
後
の
点
数
の
計
算

に
す
べ
て
の
札
が
必
要
に
な
る
）︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
で
も
最
後
の
手
に
な
る
と
そ
の
時
ま
で
使
用
さ
れ
な
か
っ
た

札
が
現
わ
れ
る
が
︑
図
14
の
場
面
で
は
︑
そ
れ
と
同
様
に
︑
海
老
蔵
と
団
十
郎

が
登
場
し
︑
仲
蔵
と
そ
の
仲
間
を
退
治
す
る
︒﹁
め
く
り
の
下
に
舐
め
て
い
た

海
老
二
が
現
わ
れ
出
で
︑
し
ご
ろ
く 

〳
〵
〳
〵
〳
〵
フ
ウ
﹂
と
あ
る
︒﹁
舐な

め
て

い
た
﹂
と
は
︑
場
札
の
最
後
の
一
枚
︑
つ
ま
り
最
後
に
め
く
ら
れ
た
札
を
意
味

す
る
カ
ル
タ
用
語
で
あ
る
と
佐
藤
要
人
が
指
摘
し
て
お
り
︑﹁
海
老
二
﹂
と
は

海
老
蔵
役
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
赤
札
の
二
枚
目
の
こ
と
で
あ
る（

36
）

︒
最
終
的
に

こ
の
札
が
め
く
ら
れ
た
お
か
げ
で
海
老
蔵
役
が
で
き
︑
成
田
屋
の
お
家
芸

﹁
暫
し
ば
ら
く﹂
な
ら
ぬ
﹁
し
ご
ろ
く
﹂（
四
五
六
）
と
め
く
り
カ
ル
タ
に
掛
け
て
表
現
さ

れ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
暫
﹂
の
姿
を
し
た
当
時
の
市
川
海
老
蔵
（
後
の
六
代
目
団
十

 図 13　『寓骨牌』八ウ・九オ　鬼と幽霊がお七と桐三郎の難儀を救う。



98

郎
）
の
似
顔
絵
で
擬
人
化
さ
れ
︑
袖
に
成
田
屋
の
紋
で
あ
る
三み

升ま
す

の
代
わ
り
に

め
く
り
カ
ル
タ
の
海
老
二
の
札
が
描
か
れ
て
い
る
︒
同
様
に
現
わ
れ
た
団
十
郎

役
も
︑
五
代
目
の
似
顔
絵
で
描
か
れ
︑
団
十
郎
が
た
び
た
び
演
じ
た
﹁
悪
七
兵

衛
景
清
﹂
を
カ
ル
タ
用
語
で
も
じ
っ
た
﹁
あ
ざ
き
り
ま
七
ふ
め
き
よ
﹂
と
名
乗

る（
37
）

︒
こ
の
場
面
は
︑
次
の
十
五
ウ
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
団
十
郎
︑
海
老
蔵
は
痣
丸
の
太
刀
を
取
返
し
︑
一
帯
の
か
る
た
を
数
へ

て
見
れ
ば
︑
大
引
き
勝
と
な
り
け
れ
ど
も
︑
き
り
と
六
の
札
が
見
え
ぬ
ゆ

へ
︑
ま
づ
こ
の
か
る
た
は
蒔
き
直
し
に
す
る

　
つ
ま
り
︑
一
旦
あ
る
遊
戯
者
が
持
っ
て
い
た
あ
ざ
の
札
（
物
語
で
は
仲
蔵
が

奪
っ
た
痣
丸
の
太
刀
）
が
最
後
に
ま
た
現
わ
れ
︑
も
う
一
人
の
遊
戯
者
は
そ
れ

を
手
に
し
て
団
十
郎
役
と
海
老
蔵
役
を
構
成
す
る
︒
勝
負
が
終
わ
り
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
遊
戯
者
が
得
た
有
点
札
と
役
を
数
え
た
と
こ
ろ
︑
大
引
き
（
最
後
に
打
つ

人
）
が
勝
利
し
た
と
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
点
数
計
算
の
際
に
︑
青
札
の
き
り
と

青
札
の
六
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
勝
負
は
や
り
直
す
こ
と
に
な
る
︑

と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

　
最
後
に
京
伝
自
身
が
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
結
末
を
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に
お

け
る
最
後
の
手
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
の
は
︑
こ
の
作
品
全
体
を
め
く
り
カ
ル

タ
の
勝
負
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

 図 14　『寓骨牌』十四ウ・十五オ　
物語の結末の場面が、めくりカルタの勝負の最後の手のように構成されている。
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五
　
山
東
京
伝
の
擬
人
物
の
黄
表
紙
と
『
寓
骨
牌
』

　
ま
ず
︑
本
稿
の
は
じ
め
に
言
及
し
た
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
と
同
様
に
め
く
り
カ
ル

タ
を
題
材
と
し
て
い
る
﹃
下へ
た
の手

癖く
せ

永な
が

物も
の

語が
た
り﹄

を
取
り
上
げ
て
︑
両
作
品
の
関
係

及
び
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
刊
の
﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
は
上
下
二
冊
十
丁
の
作

品
で
︑
板
元
は
岩
戸
屋
︑
作
者
は
井
久
治
茂
内
︒
棚
橋
正
博
に
よ
る
と
﹁
幾
治

茂
内
﹂
と
同
人
で
あ
ろ
う
伝
未
詳
の
作
者
で
︑
黄
表
紙
の
著
作
六
種
の
う
ち
︑

﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
が
初
筆
で
あ
る（

38
）

︒
素
人
作
者
に
よ
る
上
下
二
巻
の
短
い
作

品
で
あ
り
︑
カ
ル
タ
史
研
究
︑
黄
表
紙
研
究
の
中
で
︑
従
来
詳
し
く
取
り
上
げ

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る（

39
）

︒

　﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
に
よ
る
賭
博
を
好
ん
で
貧
乏
に

な
っ
た
夫
婦
が
︑
札
が
擬
人
化
さ
れ
た
︑
お
家
騒
動
の
物
語
を
演
じ
る
夢
を
見

る
と
い
う
構
成
で
あ
る
︒
太
鼓
二
郎
と
お
き
り
が
恋
に
落
ち
る
が
︑
そ
れ
に
嫉

妬
し
た
札
︑
あ
ざ
兵
衛
︑
青
二
︑
釈
迦
︑
青
九
︑
青
八
ら
が
太
鼓
二
郎
を
殺
し
︑

お
き
り
と
太
鼓
二
郎
の
弟
海
老
二
郎
が
︑
六
右
衛
門
（
青
六
）
や
赤
六
な
ど
の

協
力
を
仰
い
で
︑
敵
討
ち
を
図
る
︒
お
き
り
が
赤
六
の
切
見
世
に
勤
め
て
い
る

間
に
︑
海
老
二
郎
と
青
五
郎
が
浅
草
広
小
路
で
乞
食
に
な
っ
た
あ
ざ
兵
衛
を
見

か
け
る
︒
海
老
二
郎
と
お
き
り
が
仲
間
を
集
め
て
い
よ
い
よ
対
決
場
面
に
な
る

時
に
︑
鬼
が
現
わ
れ
︑
両
者
を
仲
裁
す
る
︒
夫
婦
は
夢
か
ら
醒さ

め
て
︑
常
に
し

て
い
た
め
く
り
カ
ル
タ
賭
博
を
や
め
て
︑
正
月
だ
け
に
す
る
こ
と
を
決
心
し
︑

仕
事
に
対
し
て
真
面
目
に
な
り
︑
豊
か
な
生
活
へ
導
か
れ
る
と
い
う
結
末
で
終

わ
る
︒

　﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
は
﹃
寓
骨
牌
﹄
よ
り
四
年
前
の
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
京
伝
の
構
想
の
源
に
な
っ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
が
︑
両
作
品
の
共
通
点
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
を
題
材
と
し
︑
お
家
騒

動
を
趣
向
と
し
て
い
る
こ
と
と
︑
鬼
札
が
特
別
な
存
在
と
し
て
登
場
す
る
こ
と

に
と
ど
ま
る
程
度
だ
と
い
え
る
︒

　
相
違
点
を
述
べ
る
と
︑
ま
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で
登
場
す
る
擬
人
化
さ
れ

た
札
が
ほ
ぼ
異
な
っ
て
い
る（

40
）

︒
さ
ら
に
︑
両
作
品
に
登
場
す
る
札
は
︑
ま
っ
た

く
違
う
発
想
で
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
き
り
の
札
が
﹃
下
手
癖
永
物

語
﹄
で
は
女
主
人
公
の
お
き
り
と
し
て
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
で
は
お
七
・
吉
三
郎
の

事
件
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
小
姓
桐
三
郎
と
し
て
登
場
す
る
︒

　﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
と
﹃
寓
骨
牌
﹄
と
の
根
本
的
な
違
い
は
︑
前
者
で
は
め

く
り
カ
ル
タ
の
世
界
と
お
家
騒
動
の
趣
向
が
︑
後
者
ほ
ど
絡
み
合
っ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
︒
第
四
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
で
は
︑
登
場

人
物
は
お
家
騒
動
の
芝
居
に
合
わ
せ
な
が
ら
︑
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
札
の
役
割
・

関
係
を
反
映
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
物
語
自
体
が
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
に

見
立
て
ら
れ
て
い
る
︒

　
一
方
︑﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
で
お
家
騒
動
を
起
こ
す
登
場
人
物
は
︑
太
鼓
二

郎
と
赤
六
を
除
い
て
青
札
の
擬
人
化
で
あ
る
︒
青
札
は
点
数
付
き
の
カ
ー
ド
で
︑
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勝
負
の
参
加
者
に
と
っ
て
手
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
が
︑
数
字
で
合
わ
せ
て
札

を
取
っ
て
い
く
め
く
り
カ
ル
タ
で
︑
青
札
同
士
が
対
立
す
る
と
い
う
筋
立
て
は

理
解
し
が
た
い
︒
ま
た
︑﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
は
﹃
寓
骨
牌
﹄
と
違
っ
て
︑
め

く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
を
お
家
騒
動
の
歌
舞
伎
に
置
き
換
え
る
と
い
う
発
想
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
︒

　
さ
ら
に
﹃
寓
骨
牌
﹄
に
は
富
本
節
や
お
七
・
吉
三
郎
の
事
件
な
ど
︑
様
々
な

文
芸
を
カ
ル
タ
の
世
界
に
結
び
つ
け
て
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
す
る
傾
向
が
あ
る
が
︑

﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
で
は
文
字
通
り
の
主
な
ス
ト
ー
リ
ー
以
外
に
連
想
に
よ
っ

て
絡
め
ら
れ
た
展
開
が
少
な
い
︒
ま
た
︑﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
で
は
カ
ル
タ
の

役
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
な
い
た
め
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
に
あ
る
よ
う
な
中
村
仲
蔵

や
市
川
団
十
郎
︑
海
老
蔵
の
似
顔
絵
も
見
ら
れ
な
い
︒

　﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
を
読
む
と
︑
な
ぜ
﹃
寓
骨
牌
﹄
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
特

殊
で
︑
凝
り
に
凝
っ
た
作
品
な
の
で
あ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問
が
湧
く
︒
そ
こ

で
︑
山
東
京
伝
の
擬
人
物
の
黄
表
紙
︑
あ
る
い
は
黄
表
紙
全
般
の
流
れ
の
中
で

﹃
寓
骨
牌
﹄
を
ど
う
位
置
付
け
る
べ
き
か
︑
と
い
っ
た
課
題
へ
と
導
か
れ
る
︒

山
東
京
伝
に
よ
る
黄
表
紙
は
︑
京
伝
の
研
究
に
お
い
て
古
く
か
ら
前
期
・
中

期
・
後
期
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
水
野
稔
は
︑
前
期
（
安

永
七
﹇
一
七
七
八
﹈
～
天
明
元
年
﹇
一
七
八
一
﹈）
を
﹁
画
工
政
演
と
し
て
︑
作

者
と
し
て
の
時
期
の
活
動
へ
の
準
備
の
時
﹂
と
︑
中
期
（
天
明
二
﹇
一
七
八
二
﹈

～
寛
政
三
年
﹇
一
七
九
一
﹈）
を
﹁
画
工
を
兼
ね
た
作
者
京
伝
と
し
て
の
開
花
全

盛
期
﹂
と
︑
後
期
（
寛
政
四
﹇
一
七
九
二
﹈
～
文
化
二
年
﹇
一
八
〇
五
﹈）
を
﹁
寛

政
改
革
で
受
け
た
打
撃
や
身
上
の
変
化
か
ら
立
ち
直
っ
て
︑
黄
表
紙
に
も
新
生

面
を
ひ
ら
こ
う
と
努
力
し
た
時
期（

41
）

﹂
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
三
期

の
区
切
り
は
︑
大
田
南
畝
に
激
賞
さ
れ
て
出
世
作
と
な
っ
た
﹃
手て

前ま
え

／
勝か
っ

手て

　

御ご
ぞ
ん
じ
の存
商
し
ょ
う

売ば
い

物も
の 

﹄
（
42
）

（
天
明
二
年
）
の
出
版
と
寛
政
の
改
革
で
あ
る
︒

　﹃
御
存
商
売
物
﹄
は
︑
京
伝
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
︑
擬

人
物
黄
表
紙
の
系
統
︑
あ
る
い
は
黄
表
紙
全
般
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た

作
品
だ
と
い
わ
れ
る（

43
）

︒
こ
こ
で
﹃
寓
骨
牌
﹄
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
︑
特
に
京

伝
の
作
品
に
注
目
し
て
擬
人
物
黄
表
紙
の
流
れ
に
つ
い
て
触
れ
た
い
︒

　
擬
人
物
は
︑
人
間
以
外
の
も
の
が
﹁
人
に
擬
え
ら
れ
て
﹂
登
場
す
る
作
品
群

を
指
す
︒
擬
人
物
は
中
世
文
学
を
は
じ
め
様
々
な
時
代
や
形
態
の
文
学
に
見
ら

れ
る
が
︑﹁
絵
解
き
の
文
学
﹂
と
さ
れ
て
い
る
黄
表
紙
に
特
に
相
応
し
く
︑
そ

の
中
で
大
き
な
作
品
群
と
な
っ
て
い
る
︒
擬
人
物
黄
表
紙
の
早
い
例
は
︑
安
永

七
年
（
一
七
七
八
）
刊
の
﹃
辞
こ
と
ば
た
た
か
い
あ
た
ら
し
い
の
ね

闘
戦
新
根
﹄
な
ど
の
恋
川
春
町
に
よ
る
異
類

合
戦
の
趣
向
を
持
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
︒
そ
の
影
響
を
受
け
て
︑
擬
人
物
の

流
れ
を
さ
ら
に
お
家
騒
動
の
趣
向
へ
と
発
展
さ
せ
た
の
が
山
東
京
伝
の
出
世
作

﹃
御
存
商
売
物
﹄
で
あ
っ
た
︒

　﹃
御
存
商
売
物
﹄
が
︑
異
類
物
合
戦
の
先
行
作
よ
り
さ
ら
に
細
か
く
当
時
の

出
版
界
を
う
が
ち
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
出
版
物
を
擬
人
化
し
︑
世

評
や
話
題
を
織
り
込
ん
だ
︑
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
様
々
の
研
究
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

44
）

︒
よ
っ
て
擬
人
物
の
黄
表
紙
は
﹃
御
存
商
売
物
﹄
以

前
・
以
降
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
︒
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擬
人
物
黄
表
紙
は
他
の
作
者
と
比
べ
て
山
東
京
伝
に
よ
る
作
品
が
圧
倒
的
に

多
い
︒
例
え
ば
︑﹁
擬
人
化
手
法
を
用
い
た
黄
表
紙
作
品
﹂
を
総
合
的
に
論
じ

た
広
部
俊
也
・
木
戸
聖
子
に
よ
る
と
︑
安
永
期
以
来
の
擬
人
化
を
伴
う
黄
表
紙

全
七
十
作
品
中
︑
京
伝
は
絵
師
・
作
者
︑
ま
た
は
両
方
と
し
て
最
低
二
十
五
作

に
関
わ
っ
た（

45
）

︒

　
こ
こ
で
﹃
寓
骨
牌
﹄
を
京
伝
作
の
他
の
擬
人
物
と
対
比
し
て
考
察
し
て
み
た

い
︒
天
明
期
に
京
伝
が
出
版
し
た
擬
人
物
の
作
品
に
は
︑﹃
御
存
商
売
物
﹄
と

﹃
寓
骨
牌
﹄
の
他
︑
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
刊
﹃
天て
ん

慶け
い

和わ

句く

文も
ん

﹄（
京
伝
作
画
）

と
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
刊
﹃
真ま

字な

／
手で

本ほ
ん

　
義ぎ

士し

之の

筆ひ
つ

力り
ょ
く﹄（

京
伝
作
・
北

尾
政
て
る
画
）
が
あ
る
︒

　﹃
天
慶
和
句
文
﹄
は
﹃
御
存
商
売
物
﹄
の
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
上
下
二
巻

二
冊
の
短
め
の
作
品
で
︑
そ
の
趣
向
は
天
上
界
の
お
家
騒
動
︑
あ
る
い
は
﹁
晴

れ
党
﹂
と
﹁
悪
天
の
党
﹂
の
異
類
騒
動
と
も
い
え
る
︒
中
国
の
天
文
学
書
﹃
天

経
或
問
﹄
を
も
じ
っ
て
い
る
題
名
を
は
じ
め
︑
言
葉
遊
び
も
豊
富
な
作
品
で
あ

る
︒
擬
人
物
の
流
れ
の
中
で
い
え
ば
﹃
御
存
商
売
物
﹄
の
影
響
は
明
ら
か
で
︑

素
材
を
変
え
て
﹁
変
奏
﹂
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
創
案
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
次
に
出
版
さ
れ
た
京
伝
の
擬
人
物
が
﹃
寓
骨
牌
﹄（
天
明
七
年
）
で
︑
た

だ
の
﹃
御
存
商
売
物
﹄
の
変
奏
に
終
わ
る
こ
と
な
く
︑
作
品
全
体
を
カ
ル
タ
の

勝
負
に
擬
え
て
筋
を
展
開
す
る
と
い
う
凝
っ
た
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
た
︒
そ

の
翌
年
に
﹃
真
字
／
手
本
　
義
士
之
筆
力
﹄
が
出
版
さ
れ
る
︒

　
こ
の
作
品
は
︑
箔
置
の
九
寸
五
分
の
刀
を
は
じ
め
と
す
る
芝
居
道
具
が
擬
人

化
し
︑
由
良
之
介
な
ど
の
役
者
を
困
ら
せ
る
︑
忠
臣
蔵
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
趣
向

を
持
つ
︒
天
明
期
に
刊
行
さ
れ
た
そ
れ
ま
で
の
擬
人
物
と
比
較
す
る
と
︑﹃
義

士
之
筆
力
﹄
は
忠
臣
蔵
と
い
う
世
界
を
持
つ
点
が
目
新
し
い
︒

　
京
伝
黄
表
紙
の
後
期
に
当
た
る
寛
政
期
に
も
︑
擬
人
物
の
作
品
が
見
ら
れ
る
︒

寛
政
の
改
革
に
よ
っ
て
︑
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
刊
の
﹃
心し
ん

学が
く

早は
や

染そ
め

草ぐ
さ

﹄（
山

東
京
伝
作
・
北
尾
政
美
画
）
を
は
じ
め
︑
京
伝
の
黄
表
紙
が
理
屈
臭
さ
を
趣
向

と
し
︑
教
訓
性
を
全
面
に
出
す
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

46
）

︒
鈴
木
俊
幸
が

﹃
江
戸
の
読
書
熱
﹄
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
書
籍
の
流
通
が
広
が
り
︑
戯
作
の

読
者
層
が
地
方
ま
で
拡
大
し
て
い
く
時
期
の
こ
と
で
あ
り（

47
）

︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑

作
品
が
大
衆
化
︑
単
純
化
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

　
寛
政
期
の
擬
人
物
の
黄
表
紙
で
も
︑
人
の
心
の
中
で
善
玉
悪
玉
が
活
躍
す
る

﹃
心
学
早
染
草
﹄
こ
そ
︑
挿
絵
の
面
白
さ
に
よ
っ
て
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
る
ほ
ど

の
人
気
を
呼
ん
だ
が（

48
）

︑
そ
れ
以
降
は
大
衆
向
け
の
理
解
し
や
す
い
作
品
と
な
る
︒

例
え
ば
︑
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
刊
﹃
一い
っ

百
ぴ
ゃ
く

三さ
ん

升
じ
ょ
う

芋い
も

地じ

獄ご
く

﹄
は
芋
各
種
に

つ
い
て
の
う
ん
ち
く
に
絡
め
た
駄
洒
落
を
楽
し
む
﹁
芋
尽
く
し
﹂
と
い
っ
た
趣

向
で
︑
凝
っ
た
筋
は
な
い
︒

　
ま
た
︑
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
刊
﹃
の
し
の
書
初
若
井
の
水
引
　
先ま
ず

開
ひ
ら
く

梅う
め
の

赤あ
か

本ほ
ん

﹄
は
正
月
の
縁
起
物
が
擬
人
化
さ
れ
て
登
場
し
て
い
る
が
︑
こ
の
作

品
の
上
中
巻
は
ほ
ぼ
縁
起
物
の
紹
介
で
終
わ
り
︑
物
語
を
演
じ
る
よ
う
に
な
る

の
は
下
巻
か
ら
で
あ
る
た
め
︑
多
く
の
横
筋
を
も
つ
複
雑
な
物
語
が
特
徴
だ
っ

た
天
明
期
頃
の
擬
人
物
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
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さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
荏え

土ど

自じ

慢ま
ん

名め
い

産さ
ん

杖づ
え

﹄
で
は
︑
江
戸
の
名
物
が
擬
人
化
さ
れ
て
登
場
す
る
︒
そ
れ
は
︑
地

方
へ
拡
大
し
た
黄
表
紙
の
読
者
層
に
江
戸
の
名
物
・
土
産
を
紹
介
す
る
こ
と
を

目
的
に
考
案
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（

49
）

︒

　﹃
寓
骨
牌
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
︑
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
で
あ
っ
た
︒

山
東
京
伝
の
黄
表
紙
に
は
︑
寛
政
改
革
を
境
に
︑
当
時
の
書
籍
需
要
の
変
化
に

応
じ
た
作
風
の
変
容
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
は
天
明
期
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
作

品
と
比
べ
れ
ば
︑
趣
向
に
お
い
て
も
筋
立
て
に
お
い
て
も
単
純
化
し
て
お
り
︑

擬
人
物
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
︒﹃
寓
骨
牌
﹄
は
︑
そ
の
前
夜
に
著
さ
れ
た
最

後
の
凝
り
に
凝
っ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
単
に
カ
ル
タ
の
札
や
役
を
擬
人

化
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
お
家
騒
動
の
趣
向
に
め
く
り
カ
ル
タ
の
勝
負
を
重
ね

る
工
夫
に
よ
っ
て
︑
京
伝
の
擬
人
物
黄
表
紙
の
到
達
点
と
見
な
し
得
る
の
で
あ

る
︒

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
︑
め
く
り
カ
ル
タ
が
﹃
寓
骨
牌
﹄
の
中
で
︑
単
に
擬
人
化
や
駄
洒

落
の
題
材
の
み
な
ら
ず
︑
趣
向
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き

た
︒
そ
れ
だ
け
に
カ
ル
タ
は
最
新
の
流
行
と
し
て
当
時
の
通
人
た
ち
に
よ
っ
て

楽
し
ま
れ
︑
寛
政
の
改
革
で
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
る
︒
こ
の
作
品
は
︑
限

ら
れ
た
読
者
層
を
対
象
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
天
明
期
の
黄
表
紙
は
作
者
と

近
い
教
養
を
備
え
た
限
定
的
な
読
者
を
想
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
︑
そ
の
究

極
的
な
例
と
し
て
理
解
で
き
る
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　
さ
ら
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
を
も
っ
と
広
い
文
脈
で
︑
す
な
わ
ち
﹁
遊
び
の
文

学
﹂（
遊
戯
を
物
語
の
軸
に
す
る
作
品
群
）
の
系
譜
の
中
で
位
置
付
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
例
え
ば
︑
双
六
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
﹃
長
谷
雄
卿
草
紙
﹄（
絵

巻
︑
十
四
世
紀
前
半
成
立
か
）
を
は
じ
め
︑
日
本
文
学
史
上
で
も
遊
戯
が
一
定

の
役
割
を
果
た
す
文
芸
の
様
々
な
例
が
見
ら
れ
る
︒
伝
統
遊
戯
の
多
く
は
中
国

か
ら
伝
わ
り
︑
そ
れ
ら
に
関
す
る
説
話
が
両
国
に
共
通
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
︒

日
本
の
﹁
遊
び
の
文
学
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
へ
と
視
座
を
広
げ

た
時
に
﹃
寓
骨
牌
﹄
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
考
察
す
る
こ
と
が

今
後
の
課
題
と
な
る
︒

　
さ
ら
に
い
え
ば
︑
遊
び
心
や
遊
戯
は
世
界
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
︑
遊
び
文

化
研
究
の
草
分
け
で
あ
る
ホ
イ
ジ
ン
ガ
も
﹃
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
﹄（
一
九
三
八

年
刊
）
で
文
化
に
お
け
る
遊
び
の
要
素
を
論
じ
る
た
め
に
︑
西
洋
文
化
圏
の
み

な
ら
ず
︑
世
界
中
の
文
化
圏
か
ら
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
た（

50
）

︒
何
と
い
っ
て

も
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
カ
ル
タ
自
体
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
︑
地
中
海
文
化
圏
で
使
用
さ
れ
て
い
た
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
に
由
来

す
る
の
で
あ
る
︒

　
め
く
り
カ
ル
タ
を
取
り
入
れ
た
﹃
寓
骨
牌
﹄
は
︑
同
様
に
擬
人
化
さ
れ
た

プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
が
登
場
す
る
︑
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
（
一
八
三
二
︱
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一
八
九
八
）
の
﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄（
一
八
六
五
年
刊
）
を
想
起
さ
せ
る
︒

そ
こ
で
は
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
は
物
語
の
後
半
か
ら
登
場
し
︑
フ
ラ
ミ
ン
ゴ
の

ク
ロ
ー
ケ
ー
な
ど
様
々
な
遊
び
や
ゲ
ー
ム
が
見
ら
れ
る（

51
）

︒
さ
ら
に
︑
め
く
り
カ

ル
タ
の
勝
負
を
趣
向
と
す
る
と
こ
ろ
は
︑
同
様
に
チ
ェ
ス
を
伴
う
続
編
の
﹃
鏡

の
国
の
ア
リ
ス
﹄（
一
八
七
一
年
刊
）
を
連
想
さ
せ
る
︒
そ
の
点
で
︑﹃
寓
骨

牌
﹄
と
は
か
な
り
近
い
発
想
で
あ
り
︑﹁
チ
ェ
ス
見
立
て
﹂
と
呼
ん
で
も
不
当

で
は
な
か
ろ
う
︒
実
際
︑
鏡
の
国
は
チ
ェ
ス
ボ
ー
ド
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
︑
ア

リ
ス
も
チ
ェ
ス
の
駒
に
な
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
向
で
あ

る
︒

　
ま
た
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
と
キ
ャ
ロ
ル
の
﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
と
﹃
鏡
の

国
の
ア
リ
ス
﹄
は
限
定
さ
れ
た
読
者
層
に
向
け
て
考
案
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
︑

さ
ら
に
文
章
と
挿
絵
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
︒

　﹃
寓
骨
牌
﹄
が
﹃
鏡
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
の
八
十
四
年
前
に
現
わ
れ
た
と
い
う

事
実
は
驚
く
べ
き
で
あ
る
︒﹃
寓
骨
牌
﹄
の
よ
う
に
︑
天
明
の
江
戸
の
知
識
人

と
い
っ
た
決
し
て
広
く
な
い
読
者
層
を
対
象
と
し
た
︑
現
在
の
日
本
で
も
広
く

知
ら
れ
て
い
な
い
作
品
を
︑
世
界
文
学
と
い
う
枠
組
み
で
考
え
る
の
は
大
胆
に

過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
戯
作
研
究
に
お
い
て
は
マ
イ

ナ
ー
な
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
﹃
寓
骨
牌
﹄
に
は
︑
日
本
・
東
ア
ジ
ア
文

化
圏
の
﹁
遊
び
の
文
学
﹂
の
流
れ
で
位
置
付
け
る
と
い
っ
た
課
題
や
︑
さ
ら
に

比
較
文
学
の
研
究
と
い
う
分
野
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
も
見
出
し
う
る
︒

﹃
寓
骨
牌
﹄
を
﹃
ア
リ
ス
﹄
の
二
編
と
比
較
す
る
こ
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
両
者
に

直
接
の
関
係
は
な
い
に
せ
よ
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
生
ん
だ
文
化
圏
の
特
質
に
つ
い
て

考
え
る
題
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

謝
辞
：
本
論
に
先
立
っ
て
︑
近
世
文
学
研
究
会
に
お
い
て
﹃
寓
骨
牌
﹄
に
つ
い
て
の
発
表

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
そ
の
際
︑
様
々
な
ご
指
導
を
頂
き
ま
し
た
延
広
眞
治
先
生
︑

ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
先
生
を
は
じ
め
︑
近
世
文
学
研
究
会
の
皆
様
に
深
謝
い
た
し
ま
す
︒ 

　
ま
た
︑
こ
の
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
の
資
料
収
集
に
お
い
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
・
ラ
イ
デ
ン

市
の
民
族
学
博
物
館
学
芸
員
の
ダ
ン
・
コ
ッ
ク
氏
︑
大
牟
田
市
立
三
池
カ
ル
タ
・
歴
史
資

料
館
の
梶
原
伸
介
館
長
に
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
謹
ん
で
謝
意
を
表
し
ま

す

︒ 

　
く
わ
え
て
︑
ブ
ロ
ン
ホ
フ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
カ
ル
タ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
た
ラ

ベ
ル
の
解
読
を
手
伝
っ
て
下
さ
っ
た
︑
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ィ
ト
カ
ム
氏
に
も
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
︒

注（
1
）
以
降
角
書
き
を
省
略
す
る
︒ 

（
2
）
江
橋
崇
は
﹃
か
る
た
﹄
で
作
品
概
要
の
後
に
﹁︿
め
く
り
﹀
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な

史
料
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
（
江
橋
崇
﹃
か
る
た
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
五
年
︑

一
九
六
頁
）︒

（
3
）
森
銑
三
﹃
続
黄
表
紙
解
題
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
四
年
︑
一
〇
二
頁
︒

（
4
）
同
前
︑
一
〇
四
頁
︒

（
5
）
﹃
寓
骨
牌
﹄
は
二
回
翻
刻
さ
れ
︑
次
の
書
籍
に
翻
刻
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
日
本
か
る
た

館
編
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄
近
世
風
俗
研
究
会
︑
一
九
七
五
年
︑
九
二
︱
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一
二
六
頁
（
佐
藤
要
人
に
よ
る
翻
刻
と
注
釈
は
複
製
版
と
と
も
に
本
書
に
収
め
ら
れ
て

い
る
）︒
山
東
京
伝
全
集
編
集
委
員
会
編
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ｉ
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑

一
九
九
二
年
︑
三
三
五
︱
三
五
二
頁
︒

（
6
）
棚
橋
正
博
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
﹄
青
裳
堂
書
店
︑
一
九
八
六
年
︑
六
九
四
頁
︒

（
7
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ｉ
﹄︑
五
三
七
頁
︒

（
8
）
﹁
ヨ
ミ
﹂
の
技
法
は
︑
貞
享
一
年
（
一
六
八
四
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
山
城
国

の
地
誌
﹃
雍
州
府
志
﹄
で
言
及
さ
れ
︑
西
鶴
や
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
を
は
じ
め
︑
元

禄
期
（
一
六
八
八
︱
一
七
〇
四
）
か
ら
明
和
期
（
一
七
六
四
︱
一
七
七
二
）
ま
で
の
数

多
く
の
作
品
で
見
ら
れ
る
︒
詳
し
く
は
︑
前
掲
﹃
か
る
た
﹄︑
七
九
︱
八
四
頁
︒

（
9
）
﹃
雨
中
徒
然
草
﹄
の
複
製
版
・
翻
刻
と
注
釈
（
佐
藤
要
人
に
よ
る
も
の
）
は
前
掲
﹃
江

戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄
に
含
ま
れ
て
い
る
︒

（
10
）
﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
は
著
者
不
詳
の
未
刊
随
筆
で
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
の
﹁
日
本

古
典
籍
総
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
に
伝
本
の
情
報
は
な
い
が
︑
一
九
二
七
年
に
三
田
村

鳶
魚
校
訂
の
﹃
未
刊
随
筆
百
種
﹄（
米
山
堂
︑
一
九
二
七
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
未
刊
随
筆
百
種
﹄
は
一
九
七
六
年
に
中
央
公
論
社
に
よ
っ
て
朝
倉

治
彦
・
森
銑
三
・
野
間
光
辰
監
修
で
再
版
さ
れ
た
（
森
銑
三
ほ
か
監
修
﹃
未
刊
随
筆
百

種
　
第
一
巻
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
六
年
）︒

（
11
）
﹃
日
本
随
筆
辞
典
﹄
で
﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
は
﹁
町
役
人
の
実
際
必
要
な
知
識
と
し

て
編
纂
さ
れ
て
い
る
た
め
類
似
の
も
の
が
他
に
な
く
︑
異
彩
を
放
つ
﹂
と
い
う
評
価
を

得
て
い
る
（
朝
倉
治
彦
監
修
﹃
日
本
随
筆
辞
典
﹄
東
京
書
籍
︑
一
九
八
六
年
︑
二
三
五
頁
）︒

（
12
）
最
初
が
﹁
親
﹂︑
二
番
目
に
﹁
胴
二
﹂︑
い
れ
ば
三
番
目
に
﹁
胴
三
﹂︑
最
後
に
﹁
大
引

き
﹂
と
称
さ
れ
る
︒
大
引
き
が
有
利
だ
と
さ
れ
る
︒
最
後
に
残
っ
た
札
を
大
引
き
が
取

る
こ
と
か
ら
か
︒

（
13
）
た
だ
し
︑
オ
ウ
ル
の
二
の
札
だ
け
は
例
外
で
︑
点
数
が
付
く
︒

（
14
）
た
だ
し
︑﹃
博
奕
仕
方
風
聞
書
﹄
に
役
の
点
数
・
価
値
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
15
）
黄
表
紙
の
本
文
の
出
典
は
︑
数
字
で
丁
を
︑
ウ
と
オ
で
丁
の
裏
・
表
を
示
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
見
開
き
で
左
側
が
表
と
な
る
︒

（
16
）
﹁
青
木
馬
之
丞
﹂
は
こ
こ
以
降
作
品
中
﹁
馬
之
進
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
京
伝
の
誤
り
か
︒

（
17
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
九
二
頁；

前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙

Ｉ
﹄︑
五
三
六
頁
︒

（
18
）
佐
藤
要
人
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
六
大
御
前
の
名
前
は
﹃
平
家
物
語
﹄
の
六
代

御
前
を
踏
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
︒
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
九
二
頁

（
19
）
寺
銭
（
て
ら
せ
ん
・
て
ら
ぜ
に
）
と
は
︑
出
来
高
に
対
す
る
一
定
の
割
合
で
貸
元
ま

た
は
席
主
に
場
所
の
借
り
賃
と
し
て
支
払
う
金
銭
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
20
）
青
札
の
七
は
七
ウ
・
八
オ
で
恋
人
の
桐
三
郎
と
江
戸
へ
向
か
う
お
七
が
赤
蔵
に
追
い

か
け
ら
れ
︑
め
く
ら
れ
そ
う
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
赤
札
の
七
（
十
点
）
の
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
︒

（
21
）
﹁
き
り
﹂
と
は
十
二
枚
目
の
札
の
名
称
で
あ
る
︒

（
22
）
前
田
勇
編
﹃
江
戸
語
の
辞
典
﹄
講
談
社
︑
一
九
七
九
年
︑
五
四
九
頁
︒

（
23
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ｉ
﹄︑
三
三
八
頁
︒

（
24
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
〇
四
頁
︒

（
25
）
﹃
開
帳
利
益
札
遊
合
﹄
は
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
に
回
向
院
で
行
わ
れ
る
予
定
だ
っ
た
善

光
寺
の
出
開
帳
の
宣
伝
の
作
品
だ
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
カ
ル

タ
賭
博
と
の
連
続
性
は
何
に
由
来
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
現
在
︑﹁
開
帳
（
張
）﹂
と
は

﹁
賭
博
場
を
開
く
﹂
と
い
う
意
味
も
あ
り
︑
こ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の

用
例
が
﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄（
角
川
書
店
︑
一
九
八
二
︱
九
九
年
）
に
一
つ
挙
げ
ら
れ

て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄（
小
学
館
︑
一
九
七
九
︱
八
一
年
）
な
ど
で

は
そ
う
い
っ
た
意
味
の
用
例
は
明
治
以
降
の
も
の
で
︑
江
戸
語
の
辞
典
類
に
は
こ
う

い
っ
た
意
味
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
収
め
ら
れ

て
い
る
江
戸
時
代
の
作
品
で
﹁
か
い
ち
ょ
う
﹂
の
用
例
を
検
索
し
て
も
︑
秘
仏
の
展
示

と
い
っ
た
意
味
の
用
例
は
数
多
く
見
当
た
っ
た
が
︑
賭
博
に
結
び
付
け
ら
れ
る
用
例
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
文
献
上
で
確
認
が
で
き
な
く
て
も
︑
京
伝
の
時
代

に
は
賭
博
場
の
﹁
開
帳
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
す
で
に
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒

そ
の
た
め
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
の
物
語
の
一
部
が
開
帳
場
を
舞
台
と
し
て
い
る
の
は
︑
こ
の
二
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つ
の
意
味
を
利
か
せ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

（
26
）
青
札
の
き
り
（
青
き
り
）
は
青
札
の
十
二
に
当
た
る
︒

（
27
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ⅰ
﹄︑
三
三
九
頁
︒

（
28
）
同
前
︑
三
四
七
頁
︒

（
29
）
佐
藤
要
人
は
︑﹁
痣
丸
﹂
が
景
清
劇
な
ど
に
出
る
名
刀
で
あ
り
︑
こ
れ
に
め
く
り
カ
ル

タ
の
あ
ざ
札
を
掛
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資

料
集
﹄︑
一
一
八
頁
）︒

（
30
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
〇
五
頁
︒

（
31
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ⅰ
﹄︑
三
四
一
頁
︒

（
32
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
〇
九
︱
一
一
〇
頁
︒

（
33
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
五
頁
︒

（
34
）
例
え
ば
︑
昭
和
初
期
ま
で
任
天
堂
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
た
﹁
小
松
﹂﹁
大
二
﹂﹁
黒

札
﹂﹁
小
丸
﹂﹁
金
山
寺
﹂
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
松
井
天
狗
堂
製
の
﹁
伊
勢
﹂

に
は
鬼
で
は
な
く
︑
幽
霊
が
描
か
れ
て
い
る
札
が
見
え
る
︒
ま
た
︑
福
井
県
の
地
方
札

﹁
小
松
﹂
を
研
究
し
た
山
口
康
彦
は
︑
鬼
札
と
幽
霊
札
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
﹁
金
札
﹂
と

﹁
白
札
﹂
と
い
う
別
の
名
称
を
記
録
し
て
い
る
︒
山
口
康
彦
﹃
最
後
の
読
み
カ
ル
タ
﹄
私

家
版
︑
二
〇
〇
四
年
︑
六
頁
︒

（
35
）
前
掲
﹃
山
東
京
伝
全
集
　
黄
表
紙
Ⅰ
﹄︑
三
四
四
頁
︒

（
36
）
前
掲
﹃
江
戸
め
く
り
加
留
多
資
料
集
﹄︑
一
二
三
頁
︒

（
37
）
京
伝
の
黄
表
紙
に
お
け
る
景
清
に
つ
い
て
︑
次
の
論
文
を
参
照
︒
岩
田
秀
行
﹁
黄
表

紙
﹃
明
矣
七
変
目
景
清
﹄
攷
︱
︱
﹁
景
清
が
目
姿
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
近
世
文
芸
﹄
第

五
二
号
︑
一
九
九
〇
年
︑
六
四
︱
九
一
頁
︒
同
﹁
黄
表
紙
﹃
明
矣
七
変
目
景
清
﹄
を
め

ぐ
っ
て
︱
︱
景
清
と
重
忠
の
対
立
﹂﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
一
一
〇
号
︑
一
九
九
三
年
︑
一

︱
一
五
頁
︒

（
38
）
前
掲
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
﹄︑
四
六
四
頁
︒

（
39
）
黄
表
紙
研
究
に
お
い
て
は
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
編
﹄（
前
掲
︑
四
六
三
︱
四
六
四
頁
）

の
解
説
と
︑
カ
ル
タ
研
究
に
お
い
て
は
江
橋
崇
﹃
か
る
た
﹄（
前
掲
︑
一
九
八
頁
）
の

﹁︿
め
く
り
﹀
技
法
を
描
い
た
文
学
作
品
﹂
の
節
で
︑
概
要
を
中
心
に
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

伝
本
は
東
京
都
立
中
央
図
書
館
と
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
翻

刻
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
40
）
ま
た
︑
例
え
ば
︑﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
で
あ
ざ
兵
衛
と
し
て
悪
役
を
演
じ
る
あ
ざ
の
札

や
︑
主
人
公
の
太
鼓
二
郎
と
し
て
登
場
す
る
太
鼓
二
は
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
に
見
ら
れ
な
い
︒

逆
に
︑﹃
寓
骨
牌
﹄
に
登
場
す
る
す
だ
れ
十
や
お
七
な
ど
は
﹃
下
手
癖
永
物
語
﹄
に
登
場

し
な
い
︒

（
41
）
水
野
稔
﹃
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
﹄
有
光
書
房
︑
一
九
七
六
年
︑
一
一
︱
一
二
頁
︒

（
42
）
以
降
角
書
き
を
省
略
す
る
︒

（
43
）
前
掲
﹃
黄
表
紙
総
覧
　
前
﹄︑
三
九
二
頁
︒

（
44
）
水
野
稔
﹃
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
﹄
有
光
書
房
︑
一
九
七
六
年
︑
二
〇
頁
︒

（
45
）
広
部
俊
也
・
木
戸
聖
子
﹁
黄
表
紙
の
擬
人
化
技
法
と
︿
見
立
て
﹀﹂﹃
新
潟
大
学
国
語

国
文
学
会
誌
﹄
第
四
六
号
︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
︱
一
五
頁
︒
た
だ
し
そ
こ
に
は
︑
動
物

が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
昔
話
物
（
例
え
ば
﹃
浦
島
／
太
郎
　
龍
た
つ
の
み
や
こ
な
ま
ぐ
さ
は
ち
の
き

宮
羶
鉢
木
﹄）
や
︑
登

場
人
物
の
一
部
あ
る
い
は
一
人
だ
け
が
擬
人
化
で
あ
る
作
品
（
例
え
ば
﹃
三
国
／
伝
来

　
無に
お
い
ん匀

線せ
ん

香こ
う

﹄）
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

（
46
）
佐
藤
至
子
﹃
山
東
京
伝
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
︑
七
六
頁
︒

（
47
）
鈴
木
俊
幸
﹃
江
戸
の
読
書
熱
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
特
に
第
二
章
﹁
地
方
の
本

屋
さ
ん
︱
︱
信
州
松
本
書
肆
髙
美
屋
甚
左
衛
門
を
中
心
に
﹂
七
三
︱
一
四
四
頁
を
参
照
︒

（
48
）
京
伝
自
身
が
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
後
編
﹃
悪
魂
後
編
　
人
間
一
生
胸
算
用
﹄

と
寛
政
三
年
（
一
七
九
三
）
に
三
編
﹃
堪
忍
袋
緒
〆
善
玉
﹄
を
出
版
し
た
︒
善
玉
悪
玉

の
話
を
書
い
た
作
家
に
︑
寛
政
八
年
（
一
七
八
九
）
に
﹃
四
遍
摺
心
学
草
紙
﹄
を
刊
行

し
た
曲
亭
馬
琴
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

（
49
）
小
林
ふ
み
子
﹁
山
東
京
伝
の
地
方
読
者
へ
の
ま
な
ざ
し
﹂﹃
文
学
﹄
第
一
七
巻
四
号
︑

岩
波
書
店
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
四
一
頁
︒

（
50
）
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
﹃
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
︱
︱
人
類
文
化
と
遊
戯
﹄
中
央
公
論
社
︑

一
九
八
九
年
︒
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（
51
）
全
十
二
章
の
う
ち
で
︑
擬
人
化
さ
れ
た
プ
レ
イ
ン
グ
カ
ー
ド
は
第
八
章
に
初
め
て
登

場
す
る
︒﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
の
擬
人
化
さ
れ
た
カ
ー
ド
は
︑
王
と
王
女
と
な
る

キ
ン
グ
と
ク
イ
ー
ン
な
ど
の
絵
札
以
外
は
︑
ス
ペ
ー
ド
が
庭
師
︑
ク
ラ
ブ
が
兵
卒
︑
ダ

イ
ヤ
が
廷
臣
︑
ハ
ー
ト
は
十
人
の
王
子
と
い
う
よ
う
に
︑
紋
標
（
ス
ー
ツ
）
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
﹁
厚
み
の
な
い
︑
縦
長
の
四
角
い
胴
体
の
四
隅
に
手
足

が
つ
い
て
い
て
﹂（
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
東
京
図
書
︑

一
九
八
〇
年
︑
一
一
七
頁
）︑
王
女
が
来
た
時
に
顔
を
伏
し
た
ら
︑
裏
の
文
様
は
も
ち
ろ

ん
同
じ
も
の
で
︑
ど
の
カ
ー
ド
で
あ
る
か
見
分
け
ら
れ
な
く
な
る
︒
さ
ら
に
︑
王
女
が

ク
ロ
ー
ケ
ー
の
ゲ
ー
ム
を
し
た
い
と
言
う
と
︑
カ
ー
ド
た
ち
は
体
を
曲
げ
て
︑
ク
ロ
ー

ケ
ー
の
ア
ー
チ
に
な
る
（
同
前
︑
一
二
二
頁
）︒




