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江
戸
時
代
ま
で
の
和
紙
に
木
版
印
刷
・
和
装
本
の
書
物
（
和
本
）
が
、
洋
紙
に
活

版
印
刷
で
洋
装
本
の
い
わ
ゆ
る
「
洋
本
」
に
切
り
替
わ
る
明
治
期
に
何
が
あ
っ
た
の

か
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
た
の
か
を
考
え
て
き
た
。
ず
っ
と
暖
め
て
い
た

テ
ー
マ
で
あ
る
。 

今
回
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
話
し
す
る
の
は
、
和
本
が
新
刊
市
場
か
ら
退
場
す
る

と
い
う
「
滅
び
」
の
と
き
を
知
り
た
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
現
在
進
行
し
つ
つ
あ

る
書
籍
の
電
子
化
で
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
出
版
界
の
変
動
と
を
重
ね
て
見
る
か
ら

で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
和
本
が
衰
退
し
た
よ
う
に
、
近
代
以
降
形
成
さ
れ
て
き

た
出
版
界
も
終
焉
の
と
き
を
迎
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
危
惧
す
る
の
で
あ
る
。
ず
る

ず
る
と
電
子
機
器
で
従
来
型
の
本
を
「
読
ま
せ
る
」
こ
と
に
こ
だ
わ
る
と
そ
れ
は
現

実
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

書
籍
の
電
子
化
（
新
し
い
デ
ジ
タ
ル
出
版
物
）
は
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
っ
た
メ
デ

ィ
ア
誕
生
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
時
、
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
「
本
と
は
何
か
」

「
書
物
の
豊
か
さ
と
は
何
か
」
と
い
う
根
源
的
な
問
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は

強
く
思
っ
て
い
る
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
、
和
本
屋
と
し
て
、
ぜ
ひ
伝
え
て
お
き
た

い
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
明
治
期
に
何
が
起
き
た
の
か
、
何
を
得
て
、
何
を
失
っ
た

の
か
、
そ
こ
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。
電
子
化
に
賛
成
・
反
対
と
い
う

の
で
な
く
、
ま
ず
は
虚
心
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
事
実
や
認
識
の
誤
り
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
も
指
摘
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。 

 §
そ
の
と
き
何
が
起
き
た
の
か
？ 

明
治
期
に
お
き
た
書
物
界
の
変
化
は
、
富
国
強
兵
を
国
是
と
し
た
近
代
化
に
お
い

て
、
「進
ん
だ
」欧
米
文
化
を
導
入
す
る
動
き
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ

が
、
内
部
で
進
行
し
て
い
た
様
子
を
見
る
と
そ
う
単
純
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
洋

紙
に
活
版
印
刷
が
良
い
な
ら
、
江
戸
時
代
か
ら
続
い
た
旧
来
の
本
屋
（旧
本
屋
と
い
う
こ

と
に
す
る
）
が
そ
れ
を
採
用
し
て
、
よ
り
大
量
の
生
産
販
売
を
す
れ
ば
新
し
い
時
代
に

も
対
応
し
た
だ
ろ
う
が
、
事
実
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
旧
本
屋
の
大
半

は
、
明
治
二
、
三
十
年
ま
で
に
廃
業
し
て
し
ま
い
、
か
わ
っ
て
ま
っ
た
く
人
脈
の
異

な
る
書
店
が
台
頭
し
て
き
た
。
そ
こ
に
問
題
の
核
心
が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。 

技
術
的
な
変
化
と
し
て
は
、
洋
紙
に
活
版
印
刷
と
な
る
が
、
そ
れ
は
和
紙
に
木
版

印
刷
と
は
ま
っ
た
く
別
の
方
式
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
「
刷
る
」
は
「
摺
る
」
と
も

書
く
よ
う
に
、
墨
を
和
紙
に
し
み
こ
ま
せ
て
印
刷
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
欧
米
の
方
式
は
、
鉛
製
の
活
字
に
イ
ン
ク
を
使
っ
て
プ
レ
ス
す
る
。
バ
レ
ン
を

使
っ
て
「
摺
る
」
の
は
人
力
だ
が
、
プ
レ
ス
は
機
械
が
お
こ
な
う
。
し
た
が
っ
て
、

活
版
は
よ
り
大
量
発
行
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
江
戸
時
代
か
ら
の
旧
本
屋
た

ち
は
否
定
し
た
。
し
か
し
、
新
方
式
を
採
用
し
た
新
規
の
出
版
人
た
ち
の
本
が
結
局

エ
ッ
セ
イ 
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市
場
を
圧
倒
し
た
。
明
治
二
十
年
と
い
う
の
は
、
こ
の
方
法
で
つ
く
っ
た
本
の
数
が
、

和
装
木
版
本
を
上
回
っ
た
時
な
の
で
あ
る
（
国
立
国
会
図
書
館
調
べ
）
。 

こ
う
し
た
動
き
は
一
気
に
起
き
た
の
で
な
く
、
明
治
十
年
頃
か
ら
三
十
年
に
か
け

て
徐
々
に
進
ん
で
い
た
。
始
め
は
試
行
錯
誤
の
よ
う
に
進
む
が
、
二
十
年
は
、
は
っ

き
り
と
方
向
性
を
も
っ
て
進
展
し
だ
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。 

 §
進
化
し
す
ぎ
て
い
た
江
戸
の
仕
組
み 

新
し
い
技
術
の
導
入
に
旧
本
屋
が
対
応
し
な
か
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
仕
組
み

と
あ
ま
り
に
も
落
差
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

江
戸
の
本
屋
は
、
板
木
を
生
命
線
と
し
て
い
た
。
板
木
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が

出
版
権
の
証
で
、
株
（
板は

ん

株か
ぶ

）
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
同
業
者
集
団
で
あ
る
本
屋

仲
間
が
保
証
し
て
い
た
。
そ
の
板
株
は
板
木
の
市
場
で
売
買
で
き
た
し
、
共
同
出
版

（
相
合
板

あ
い
あ
い
は
ん

）
で
分
割
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
そ
の
た
め
制
度
は
複
雑
に
な
り
、
仲
間
の

幹
部
（
行
司
）
の
仕
事
も
そ
の
権
利
を
め
ぐ
る
争
い
や
帳
簿
の
管
理
に
費
や
さ
れ
る

ほ
ど
だ
っ
た
。
こ
の
木
版
印
刷
で
十
分
な
印
刷
品
質
が
保
た
れ
、
精
緻
な
絵
画
も
印

刷
で
き
た
。
部
数
も
一
万
部
を
超
え
る
本
が
出
て
く
る
。 

江
戸
時
代
後
期
の
出
版
量
は
、
こ
う
し
た
制
度
的
な
裏
付
け
の
も
と
で
盛
ん
に
な

っ
た
の
だ
が
、
板
木
を
め
ぐ
る
仕
組
み
に
特
化
し
、
進
化
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
板

木
の
所
有
＝
出
版
権
と
し
て
成
り
立
つ
の
だ
か
ら
、
形
の
残
ら
な
い
活
字
印
刷
で
は
、

制
度
的
に
つ
な
が
ら
な
い
。
近
代
以
降
、
紙
型
に
よ
る
原
版
の
保
存
も
技
術
的
に
で

き
る
よ
う
に
な
る
が
、
版
権
を
こ
の
よ
う
な
印
刷
上
の
材
料
で
担
保
す
る
考
え
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
板
木
の
時
の
よ
う
な
考
え
は
生
ま
れ
な

か
っ
た
。 

江
戸
の
本
屋
た
ち
は
、
独
自
に
発
達
し
す
ぎ
て
い
た
。
当
時
、
い
や
近
代
以
降
で

も
そ
れ
に
似
た
仕
組
み
を
も
っ
た
国
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ユ
ニ
ー
ク

で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
だ
っ
た
。
特
殊
に
進
化
し
す
ぎ
た
生
物
は
、

自
然
や
環
境
の
変
化
に
柔
軟
な
対
応
が
で
き
な
い
。 

 §
出
版
に
お
け
る
統
制 

明
治
二
十
年
問
題
に
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
要
因
が
重
な
っ
て
存
在
し
て
い
た
。

そ
の
ひ
と
つ
は
組
織
上
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
上
か

ら
変
え
ら
れ
て
い
く
。 

江
戸
時
代
は
、
幾
度
か
「
改
革
」
の
名
の
も
と
で
出
版
へ
の
干
渉
が
お
き
た
が
、

お
お
む
ね
、
自
分
た
ち
の
内
部
で
自
主
規
制
を
し
な
が
ら
公
儀
の
直
接
的
な
介
入
を

避
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
本
屋
仲
間
が
組
織
と
し
て
対
応
し
た
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
し
、
明
治
二
年
の
行
政
官
達
で
出
版
の
官
許
制
度
が
始
ま
り
、
明
治
四
年
に

は
文
部
省
へ
こ
の
管
理
を
移
し
た
。
そ
れ
で
も
本
屋
仲
間
の
行
司
を
通
し
て
官
許
の

申
請
を
す
る
の
で
、
従
来
の
仲
間
は
機
能
し
て
い
た
。
そ
れ
が
明
治
八
年
九
月
、
出

版
条
例
が
制
定
・
発
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
直
接
内
務
省
が
検
閲
を
す
る
の
で
行
司

の
必
要
が
な
く
な
り
、
旧
来
の
仲
間
制
度
は
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
。 

明
治
十
八
年
、
東
京
府
か
ら
同
業
組
合
準
則
が
布
達
さ
れ
、
同
業
者
が
集
ま
っ
て

つ
く
る
組
織
の
あ
り
か
た
が
規
定
さ
れ
た
。
出
版
業
者
は
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
明

治
二
十
年
に
東
京
書
籍
出
版
営
業
者
組
合
を
新
た
に
結
成
し
東
京
府
か
ら
認
可
さ
れ

た
。
本
屋
仲
間
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
組
織
で
あ
る
。 
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以
降
、
明
治
二
十
年
の
出
版
条
例
・
新
聞
紙
条
例
の
改
正
、
明
治
二
十
六
年
に
は

出
版
法
と
名
称
を
変
え
、
言
論
統
制
の
色
合
い
が
濃
く
な
っ
て
い
く
。 

こ
の
二
十
年
間
に
旧
本
屋
仲
間
は
、
た
び
た
び
改
組
さ
せ
ら
れ
、
骨
抜
き
に
さ
れ

て
い
く
。
結
局
、
江
戸
時
代
か
ら
の
仲
間
は
そ
っ
く
り
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 §
古
本
と
新
本
（出
版
と

販
売
）の
分
離 

出
版
社
は
開
業
に
許
可

は
い
ら
な
い
が
、
個
々
の
出

版
物
ご
と
に
内
務
省
の
検

閲
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
一
方
、
古
本
を

扱
う
た
め
に
は
、
警
察
の
許

可
が
必
要
に
な
っ
た
。
現
在

で
も
、
古
本
屋
な
ど
の
古
物

商
が
店
を
開
業
す
る
た
め

に
は
警
察
か
ら
「
古
物
商
営

業
許
可
証
」
と
い
う
鑑
札
を

受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

こ
う
な
っ
た
動
き
を
年

表
的
に
ま
と
め
る
と
、
た
ん

に
許
可
の
有
無
だ
け
の
問

題
で
な
く
、
本
を
と
り
ま
く
環
境
や
、
流
通
上
の
仕
組
み
に
ま
で
政
策
的
な
影
響
が

出
た
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
時
代
ま
で
の
自
立
し
た
形
態
が
、
統
制
に
よ
っ
て
仕
切

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。 

明
治
九
年
、
八
品
商
取
締
規
則
が
で
き
、
故
買
の
取
り
締
ま
り
の
た
め
に
古
本
商

を
含
む
八
業
種
は
地
方
庁
の
鑑
札
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
の
を
皮
切
り
に
、

明
治
十
二
年
に
は
警
視
庁
に
よ
る
古
物
商
取
締
令
と
し
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
と
き
、
銀
座
の
稲
田

い

な

だ

政せ
い

吉き
ち

（
山
城
屋
）
が
代
理
と
な
っ
て
鑑
札
を
出
し
た
。

故
買
に
罰
則
が
入
り
、
明
治
十
七
年
、
古
物
商
取
締
条
例
が
発
布
さ
れ
、
明
治
二
十

八
年
、
条
例
か
ら
古
物
商
取
締
法
と
な
っ
た
（上
の
画
像
は
、
神
田
鍛
冶
町
に
古
本
商
を
開

業
す
る
た
め
の
申
請
書
と
許
可
印
。
古
本
商
取
締
・稲
田
政
吉
と
あ
る
。
明
治
二
十
年
警
視
総
監
・

三
島
通
庸
か
ら
許
可
が
出
さ
れ
た
。
京
都
・藤
井
文
政
堂
氏
提
供
）。 

こ
れ
で
新
・
古
本
が
制
度
的
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
ち
に
す
べ
て
の
書
店

が
分
化
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
ば
ら
く
は
同
時
営
業
を
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ

た
が
、
し
だ
い
に
ど
ち
ら
か
に
専
業
化
す
る
の
だ
。
片
手
間
に
新
本
も
古
本
も
扱
う

と
い
う
商
法
は
難
し
く
な
り
、
明
治
二
十
年
の
新
組
織
の
店
の
大
半
が
新
本
に
専
業

化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
新
た
に
問
屋
に
あ
た
る
取
次
店
が
大
規
模
に

な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
出
版
と
小
売
が
分
離
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。 

目
利
き
が
必
要
と
な
る
古
書
店
は
、
個
人
の
資
質
や
能
力
で
成
り
立
つ
が
、
出
版

や
書
籍
の
全
国
流
通
と
な
る
と
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
無
理
で
、
複
数
の
従
業
員
を

抱
え
な
く
て
は
成
立
し
な
い
。
印
刷
や
製
本
な
ど
の
職
人
が
居
職
か
ら
工
場
制
に
変

わ
る
の
と
同
様
に
、
出
版
関
連
は
産
業
と
し
て
会
社
組
織
に
な
っ
て
い
く
一
方
、
古

本
屋
は
個
人
商
店
の
ま
ま
現
在
に
い
た
る
、
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。 
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§
近
代
社
会
が
失
っ
た
も
の 

こ
う
し
て
、
明
治
ご
一
新
が
あ
っ
た
そ
の
時
で
な
く
、
二
十
年
か
け
て
じ
っ
く
り

和
本
的
人
間
関
係
は
壊
れ
て
い
く
。
進
化
す
ぎ
た
本
屋
業
で
は
残
念
な
が
ら
そ
の
動

き
に
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
。 

価
値
観
の
変
動
、
政
策
、
技
術
と
い
っ
た
背
景
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
こ
れ
は

「
人
」
の
問
題
で
あ
る
。
出
版
人
が
そ
っ
く
り
入
れ
替
わ
っ
た
背
景
に
は
、
意
識
の
越

え
が
た
い
溝
が
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

近
代
の
出
版
は
、
本
を
消
費
財
と
す
る
こ
と
で
知
の
拡
大
を
は
か
り
、
実
利
を
も

た
ら
し
た
。
思
想
・
文
学
・
学
問
の
進
歩
に
も
寄
与
し
た
。
こ
れ
ら
を
収
容
す
る
図

書
館
の
役
割
も
小
さ
く
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
書
物
が
社
会
を
変
え
て
い
く
力
を

強
め
た
一
面
も
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
同
時
に
江
戸
の
豊
か
さ
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
こ

で
失
わ
れ
た
も
の
も
あ
る
の
だ
。 

江
戸
時
代
の
書
物
は
、
商
業
出
版
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

私
家
版
・
寺
院
版
・
藩
版
な
ど
各
種
の
出
版
が
あ
っ
た
し
、
多
様
な
写
本
も
つ
く
ら

れ
て
い
た
。
写
本
と
い
え
ど
も
十
分
に
メ
デ
ィ
ア
的
役
割
を
も
っ
て
い
た
。
本
屋
で

は
写
本
も
売
っ
て
い
た
し
、
そ
の
社
会
的
影
響
力
も
大
き
か
っ
た
の
だ
。
絵
巻
物
か

ら
科
学
や
思
想
、
実
用
書
ま
で
実
に
多
様
だ
っ
た
。 

ま
た
、
江
戸
時
代
の
本
屋
は
分
業
が
進
ま
ず
、
一
軒
で
出
版
か
ら
新
本
販
売
、
取

次
、
古
本
売
買
、
貸
本
な
ど
本
に
関
す
る
こ
と
を
す
べ
て
扱
っ
た
。
こ
の
幅
の
広
さ

が
著
作
者
か
ら
読
者
ま
で
含
め
た
人
た
ち
と
、
本
に
か
か
わ
る
共
通
し
た
意
識
を
形

成
し
て
い
た
。
小
さ
い
な
が
ら
も
完
結
し
た
世
界
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

関
係
が
「
本
と
は
何
か
」
と
い
う
本
質
に
せ
ま
る
。 

近
代
の
大
量
生
産
は
、
個
人
で
な
く
「
会
社
」
が
表
に
出
る
。
し
か
も
分
業
化
・

分
離
化
さ
れ
て
複
数
の
業
態
が
ひ
し
め
き
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代
に
い
た
る
出

版
業
は
、
こ
の
関
係
を
巨
大
化
し
て
こ
こ
ま
で
き
た
。
し
か
し
、
一
方
で
著
作
者
か

ら
読
者
ま
で
の
意
識
の
共
有
化
は
薄
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
本
と
は
何
か
」
と
い
う
根

源
を
探
り
に
く
く
し
て
い
る
。
私
家
版
は
自
費
出
版
と
い
う
枠
外
に
追
い
や
ら
れ
た

し
、
写
本
は
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
失
う
。
本
づ
く
り
の
現
場
か
ら
、
和
本
的
な
発

想
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 §
和
本
は
生
き
て
い
る 

し
か
し
、
和
本
が
消
え
た
の
は
新
刊
の
場
か
ら
で
あ
っ
て
、
ど
っ
こ
い
ま
だ
生
き

て
い
る
。
私
た
ち
古
書
業
界
で
は
た
ん
な
る
骨
董
品
や
美
術
品
で
な
く
、
立
派
な
現

役
商
品
と
し
て
「
存
在
」
し
て
い
る
。
む
し
ろ
元
気
な
の
で
あ
る
。 

本
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
本
文
を
「
読
む
」
た
め
に
だ
け
機
能
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
本
の
つ
く
り
な
ど
複
合
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
周
辺
情
報
と
い
っ
し
ょ
に
伝
わ
る
。

と
く
に
和
本
は
伝
存
の
過
程
を
見
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
書
き
入
れ
な
ど
は
そ
の

最
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
丸
ご
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
「
存
在
」

し
て
い
る
こ
と
の
価
値
で
あ
る
。
和
本
は
二
、
三
百
年
前
に
つ
く
ら
れ
て
そ
れ
で
お

し
ま
い
で
は
な
い
。
一
人
一
冊
の
所
有
形
態
で
は
な
く
、
次
世
代
に
伝
え
る
こ
と
を

当
然
と
考
え
て
き
た
。
ず
っ
と
、
伝
え
続
け
て
む
し
ろ
成
長
す
ら
す
る
。
そ
の
う
え
、

経
年
変
化
し
な
い
和
紙
に
墨
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
容
易
な
和
装
と
相
ま
っ
て
、
和
本
、
、

は、
「、
腐
ら
な
い

、
、
、
、
」、
の
で
あ
る

、
、
、
、
。、
だ
か
ら
、
今
で
も
生
き
て
い
ら
れ
る
。 
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そ
れ
に
対
し
て
近
代
の
所
産
で
あ
る
「
洋
本
」
は
、
大
量
生
産
ゆ
え
に
個
々
の
本

は
そ
れ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
い
。
最
近
の
図
書
館
が
、
全
館
で
同
じ
本
は
一
冊
あ
れ

ば
よ
い
、
と
い
う
考
え
で
重
複
し
た
本
を
排
除
し
て
い
る
の
が
よ
い
例
で
あ
る
。
本

文
以
外
は
書
誌
情
報
と
し
て
し
か
生
か
さ
れ
な
い
。 

そ
こ
か
ら
し
て
、
和
本
と
は
考
え
方
が
全
く
違
う
の
だ
が
、
明
治
二
十
年
以
降
に

勝
ち
組
だ
っ
た
だ
け
に
書
物
界
を
跋
扈
し
て
き
た
。
だ
が
、
も
う
終
わ
り
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
元
気
が
な
い
の
だ
。 

じ
つ
は
も
う
十
年
前
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
た
。
古
書
の
市
場
で
は
曜
日
を
変
え
て
、

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
本
、
古
典
籍
、
洋
書
、
近
代
資
料
、
文
学
書
、
そ
れ
か
ら
「
ふ

つ
う
の
本
」
と
が
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ふ
つ
う
の
本
で
相
場
が
暴
落
し
て

い
た
の
だ
。
学
術
書
で
も
、
か
つ
て
の
名
著
で
あ
ろ
う
と
稀
覯
本
と
い
え
ど
も
、
目

を
覆
う
ば
か
り
の
安
さ
で
あ
る
、
古
書
の
相
場
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
単
純
な
も
の

で
、
需
要
と
供
給
で
決
ま
る
。
安
い
の
は
供
給
に
対
し
て
需
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

和
唐
本
や
、
本
で
は
な
い
資
料
類
は
ま
だ
良
い
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
も
の
で
古
書
市

場
は
か
ろ
う
じ
て
持
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。 

こ
の
現
象
は
、
書
籍
の
電
子
化
が
原
因
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
動
き
の
ず
っ
と

以
前
か
ら
起
き
て
い
た
。
新
刊
業
界
で
は
、
郊
外
の
中
小
書
店
の
撤
退
、
出
版
物
の

過
剰
な
返
品
な
ど
の
問
題
を
抱
え
、
本
を
作
る
現
場
か
ら
流
通
に
い
た
る
ま
で
疲
労

し
は
じ
め
て
い
た
。
古
書
相
場
の
下
落
は
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。 

近
代
的
な
出
版
界
は
そ
ろ
そ
ろ
限
界
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

電
子
書
籍
の
問
題
は
、
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
遠
巻
き
に
し
な
が

ら
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
主
張
し
て
も
抗
し
難
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
新
し

い
発
想
を
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
本
と
は
何
か
」
の
答
え
は
、
和
本
の
考
え
方
か
ら
見
え
て
く
る
、
と
い
う
の
が
私

の
主
張
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
で
も
古
い
書

物
世
界
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
く
み
取
っ
た
も
の

が
こ
れ
か
ら
の
デ
ジ
タ
ル
書
籍
に
生
か
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
新
し
い
媒
体
に
な
り

う
る
。
和
本
そ
の
も
の
を
復
活
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
書
物
観
を

生
か
し
て
ほ
し
い
の
だ
。 

そ
の
具
体
像
を
、
い
ま
は
い
ち
い
ち
あ
げ
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
実
際
、
む
し

ろ
デ
ジ
タ
ル
書
籍
の
側
に
柔
軟
な
発
想
が
見
ら
れ
る
。
近
代
社
会
が
失
っ
た
和
本
の
、

プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
だ
が
、
全
体
が
見
え
る
書
物
世
界
を
取
り
込
も
う
と
す
る
考
え
も
あ

る
よ
う
な
の
だ
。
そ
こ
か
ら
、
創
造
的
な
デ
ジ
タ
ル
書
籍
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
中
途
半
端
な
デ
ジ
タ
ル
化
で
お
茶
を
濁
し
た
よ
う
な
電
子
書
籍
な
ど
で
本
を
読

も
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
も
し
、
和
本
に
あ
っ
た
多
様
で
奥
の
深
い
書
物
観
が
実
現

さ
れ
る
な
ら
、
新
し
い
動
き
に
む
し
ろ
意
義
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。 

明
治
二
十
年
問
題
は
「
人
」
の
問
題
だ
っ
た
。
今
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
出
版

界
に
は
優
秀
な
人
材
が
い
っ
ぱ
い
い
る
。
そ
れ
を
是
非
生
か
し
て
ほ
し
い
。 
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本
稿
の
元
に
な
っ
た
記
事
は
「書
物
に
お
け
る
明
治
二
十
年
問
題
」と
題
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
鎌
田
博
樹
氏
の[E
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を
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で
公

開
し
て
い
る
。
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、Unicode

の
国
際
規
格
に

日
本
の
主
張
を
入
れ
る
べ
く
活
動
し
て
き
た
小
林
龍
生
氏
と
の
鼎
談
も
行
っ
て
い
る
。 

本
稿
も
含
め
て
私
の
拙
い
過
去
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
公
開
し
て
い
る
。

http://w
w
w
.m

m
jp.or.jp/seishindo/essay/

か
誠
心
堂
書
店
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ど
う
ぞ
。 


