
江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄

︱
朝
鮮
王
朝
の
小
説
は
ど
う
紹
介
さ
れ
た
か

︱

邊

恩

田

は
じ
め
に

江
戸
時
代
に
入
り
︑
出
版
文
化
が
盛
行
す
る
に
と
も
な
っ
て
︑
書
林
・
書
肆

は
︑
出
版
物
を
紹
介
し
販
売
を
勧
め
る
目
的
で
﹁
書し
ょ

籍
じ
ゃ
く

目
録
﹂
を
出
す
よ
う

に
な
っ
た
︒

朝
鮮
王
朝
時
代
初
期
の
文
人
︑
梅
月
堂

メ
ウ
ォ
ル
ダ
ン

金
時
習

キ
ム
・
シ
ス
プ

︵
一
四
三
五
︱
一
四
九
三
︶

が
著
し
た
漢
文
伝
奇
小
説
﹃
金
鰲
新
話

ク

モ

シ

ナ

﹄
は
︑
日
本
に
伝
わ
り
︑
さ
ら
に
“
和

刻
本
”
と
し
て
出
版
さ
れ
た
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
り
︑
現
在
の
と
こ
ろ
承
応

二
年
︵
一
六
五
三
︶︑
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
の
刊
記
︑
寛
文
十
三
年
︵
一

六
七
〇
︶
の
奥
付
の
十
一
本
が
伝
存
し
て
い
る①

︒

﹃
金
鰲
新
話
﹄
は
︑
江
戸
時
代
の
日
本
文
学
に
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
︑

浅
井
了
意
の
怪
異
小
説
集
﹃
伽
婢
子
﹄︵
寛
文
六
年
・
一
六
六
六
︶
に
お
い
て

は
︑
翻
案
と
い
う
方
法
で
受
容
さ
れ
結
実
し
て
い
る
︒

で
は
︑
和
刻
本
の
﹃
金
鰲
新
話
﹄
は
︑
江
戸
期
の
書
籍
目
録
に
書
名
が
載
せ

ら
れ
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た

か
︑
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
︒
本
稿
は
そ
の
報
告
で
あ
る
︒

一

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄

江
戸
期
に
ど
の
よ
う
な
書
籍
目
録
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
慶
應

義
塾
大
学
斯
道
文
庫
編
に
な
る
﹃
江
戸

時
代

書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成②

﹄︵
全
三
冊
︶

が
備
わ
っ
て
い
る
︒

阿
部
隆
一
氏
は
︑
そ
の
﹁
解
題
﹂
に
お
い
て
︑
書
籍
目
録
と
い
う
の
は
︑

﹁
出
版
業
者
が
販
売
を
目
的
と
し
た
出
版
物
を
掲
載③

﹂
し
た
も
の
で
あ
り
︑
享

和
︵
一
八
〇
一
︱
一
八
〇
四
︶
頃
ま
で
の
二
十
数
種
が
現
存
す
る
と
し
︑
二
十

三
種
を
示
し
紹
介
さ
れ
た
︒

そ
し
て
︑
こ
の
う
ち
︑
最
も
早
い
時
期
の
書
籍
目
録
は
︑﹁
刊
記
が
な
く
刊

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄
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年
が
不
明④

﹂
で
は
あ
る
が
︑﹁
寛
文
五
年
か
ら
六
年
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
と
考

え
る
べ
き⑤

﹂﹃
和
漢
書
籍
目
録
﹄
で
あ
る
と
し
︑
そ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
十
五

本
の
影
印
が
公
開
さ
れ
た
︒

で
は
︑
こ
の
十
五
本
の
書
籍
目
録
に
︑﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
記
載
が
あ
る
か
ど

う
か
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
十
一
の
書
籍
目
録
︵
後
掲
す
る
⑵
～
⑿
︶
に
︑
書
名
の

掲
載
が
確
認
で
き
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
筆
者
は
最
近
︑
同
志
社
大
学
図
書
館
の
蔵
書
の
な
か
に
︑

﹃
新
板
書
籍
目
録
﹄︵
一
冊
︑
図
書
記
号
�
�
�
．
�
／
Ｓ
�
	
�
�
︶

と
い
う
板
本
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
︒

本
書
は
︑
阿
部
氏
が
先
の
解
題
に
お
い
て
︑﹁
東
寺
観
智
院
蔵
万
治
二
年
写

本
﹁
新
板
書
籍
目
録
﹂
一
冊⑥

﹂
と
い
う
“
写
本
”
に
つ
い
て
︑
紹
介
だ
け
を
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
︑
ま
さ
に
そ
の
写
本
の
元
に
な
っ
た
本
︵
の
一
伝
本
︶
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

内
容
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑
後
掲
す
る
⑵
﹃
和漢

書
籍
目
録
﹄
と
同
様
の
編
纂

方
式
で
あ
り
︑
部
類
分
け
も
二
十
二
部
門
で
あ
り
︑
内
容
が
全
く
同
じ
で
あ
っ

た
︒
本
書
は
︑
無
刊
記
で
は
あ
る
が
︑
阿
部
氏
は
︑
そ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
︑

﹁
万
治
二
年⑦

﹂
と
し
つ
つ
も
︑
残
念
な
が
ら
﹁
現
存
板
本
が
発
見
さ
れ
な
い⑦

﹂

と
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑﹁
書
林
の
手
に
な
っ
た
開
板
書
籍
目
録
等
の
先
駆
を
な

す
記
念
す
べ
き
文
献⑦

﹂
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

つ
ま
り
﹃
新
板
書
籍
目
録
﹄
は
︑
現
存
す
る
最
古
の
書
籍
目
録
と
し
て
︑
高

く
評
価
さ
れ
る
目
録
と
な
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
本
稿
で
は
︑
こ
の
同
志
社
大
学
図
書
館
所
蔵
の
﹃
新
板
書
籍

目
録
﹄
本
を
︑
ま
ず
⑴
と
し
て
掲
出
す
る
こ
と
と
し
た
︒
都
合
︑
江
戸
期
の
十

二
本
の
書
籍
目
録
に
お
い
て
︑﹃
金
鰲
新
話
﹄
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

っ
た
︒
以
下
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
︒

さ
て
︑
書
籍
目
録
に
は
︑
分
類
の
仕
方
に
よ
っ
て
︑
部
類
分
け
に
よ
る
も
の

と
︑
い
ろ
は
分
け
︵
書
名
の
仮
名
順
︶
に
よ
る
も
の
の
二
種
が
あ
る
が
︑
そ
れ

ぞ
れ
に
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
記
載
が
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
京
・
大
坂
を
中
心
と
す

る
上
方
で
の
部
類
分
け
目
録
だ
け
で
な
く
︑
延
宝
初
め
頃
か
ら
は
江
戸
に
お
い

て
も
︑
宣
伝
に
付
さ
れ
販
売
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
目
録
に
︑
﹃
金
鰲
新
話
﹄
が
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ

て
い
る
の
か
を
︑
二
種
の
目
録
ご
と
に
︑
時
代
順
に
次
に
提
示
し
よ
う
︒
原
文

を
図
版
に
示
す
︒

○
部
類
分
け
目
録

⑴
無
刊
記
︵
一
六
五
九
年
︵
万
治
二
︶
推
定
︶
﹃
新
板
書
籍
目
録
﹄

﹁
二
冊

金
玟
歳
新
話
﹂

⑵
無
刊
記
︵
一
六
六
六
年
︵
寛
文
六
︶
推
定
︶﹃
和漢

書
籍
目
録
﹄

﹁
二
冊

金
玟
歳
新
話
﹂

⑶
一
六
七
〇
年
︵
寛
文
十
︶
刊
﹃
增補

書
籍
目
録
作
者
付

大

意

﹄

﹁
二
冊

金
済
新
話

萬
福
寺
樗
蒲
記

﹂

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄

三
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図 各書籍目録の原文

⑴
﹃
新
板
書
籍
目
録
﹄

⑵
﹃
和漢

書
籍
目
録
﹄

⑶
﹃
增補

書
籍
目
録
作
者
付

大

意

﹄

⑷
﹃
增補

書
籍
目
録
﹄

⑸
﹃
古今

書
籍
題
林
﹄

⑹
﹃
広益

書
籍
目
録
﹄

⑺
﹃
新
板

増
補

書
籍
目
録
作
者
付

大

意

﹄

⑻
﹃
新増

書
籍
目
録
﹄

⑼
﹃
書
籍
目
録
大
全
﹄

⑽
﹃
増益

書
籍
目
録
大
全
﹄

⑾
﹃
増益

書
籍
目
録
大
全
﹄

同
右

⑿
﹃
増益

書
籍
目
録
大
全
﹄

同
右

⑷
一
六
七
一
年
︵
寛
文
十
一
︶﹃
增補

書
籍
目
録
﹄

﹁
金
済
新
話

萬
福
寺
樗
蒲
記

二
﹂

⑸
一
六
七
五
年
︵
延
宝
三
︶﹃
古今

書
籍
題
林
﹄

﹁
二ヽ

金
済
新
語
﹂

⑹
一
六
九
二
年
︵
元
禄
五
︶﹃
広益

書
籍
目
録
﹄

﹁
二

金
済
新
語
﹂

⑺
一
六
九
九
年
︵
元
禄
十
二
︶
﹃
新
板
増
補

書
籍
目
録
作
者
付

大

意

﹄

﹁
二

金
済
新
語
﹂

○
い
ろ
は
分
け
目
録

⑻
一
六
七
五
年
︵
延
宝
三
︶
﹃
新増

書
籍
目
録
﹄

﹁
二

金
栽
新
話

萬
福
寺
樗
蒲
記

﹂

⑼
一
六
八
一
年
︵
天
和
一
︶﹃
書
籍
目
録
大
全
﹄

﹁
二

金
栽
新
話
萬
福
寺

樗
蒲
記

壱
匁
八
分
﹂

⑽
一
六
九
六
年
︵
元
禄
九
︶﹃
増益

書
籍
目
録
大
全
﹄

﹁
一福

森

金キ
ン

済ゴ

新
話

シ

ン

ワ

萬
福
寺

樗
蒲
記

一
匁
五
分
﹂

⑾
一
七
〇
九
年
︵
宝
永
六
︶﹃
増益

書
籍
目
録
大
全
﹄︵
⑽
の
増
修
版
︶

﹁
一福

森

金キ
ン

済ゴ

新
話

シ

ン

ワ

萬
福
寺

樗
蒲
記

一
匁
五
分
﹂

⑿
一
七
一
五
年
︵
正
徳
五
︶﹃
増益

書
籍
目
録
大
全
﹄︵
⑽
の
増
訂
版
︶

﹁
一福

森

金キ
ン

済ゴ

新
話

シ

ン

ワ

萬
福
寺

樗
蒲
記

一
匁
五
分
﹂

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
は
︑
何
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
︑

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄

三
九



中
野
三
敏
氏
は
︑

巻
頭
に
内
容
の
惣
目
録
を
置
い
て
︑
以
下
︑
そ
の
一
つ
一
つ
の
分
類
に
相

当
す
る
出
版
物
の
書
名
︑
著
者
名
︑
冊
数
︑
板
元
等
を
記
す⑧

︒

と
い
う
内
容
の
本
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒

で
は
︑﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
場
合
︑
ど
の
よ
う
に
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
︑

分
類
カ
所
︑
書
名
︑
著
者
名
︑
冊
数
︑
板
元
な
ど
に
つ
い
て
︑
各
目
録
に
お
け

る
記
載
内
容
を
確
認
し
な
が
ら
︑
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
︒ま

ず
書
名
に
つ
い
て
は
︑
⑴
か
ら
⑿
ま
で
の
書
籍
目
録
に
記
載
が
あ
っ
た
が
︑

し
か
し
﹁
鰲
﹂
の
字
に
は
︑
誤
字
あ
る
い
は
異
体
字
が
刻
さ
れ
て
い
て
︑
以
降

の
⑿
ま
で
﹁
鰲
﹂
の
字
に
は
な
っ
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
⑸
に
お
い
て
は
︑
タ
イ
ト
ル
の
﹁
話
﹂
を
﹁
語
﹂
字
に
誤
刻
し
て
い

る
︒
そ
れ
は
︑
⑹
と
⑺
に
そ
の
ま
ま
続
い
た
が
︑
江
戸
の
目
録
の
方
に
は
︑
そ

の
誤
刻
は
見
ら
れ
な
い
︒
お
そ
ら
く
正
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

次
に
︑
分
類
の
方
法
で
あ
る
が
︑
部
類
分
け
の
目
録
で
あ
る
⑴
と
⑵
で
は
︑

﹁
外
典
﹂
す
な
わ
ち
儒
教
関
連
書
︑
広
い
意
味
で
の
“
漢
籍
”
と
し
て
﹁
金
鰲

新
話
﹂
を
取
り
扱
っ
て
い
た
︒﹁
金
鰲
新
話
﹂
の
書
名
の
直
前
に
は
︑﹁
剪
燈
新

話
﹂﹁
列
女
伝
﹂﹁
三
綱
行
実
﹂
な
ど
の
書
名
が
並
ん
で
い
る
の
を
見
れ
ば
︑
こ

れ
ら
の
中
国
や
朝
鮮
の
作
品
も
︑
同
類
の
書
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒

と
こ
ろ
が
︑
寛
文
十
年
刊
の
⑶
に
な
る
と
︑
﹁
儒
書
﹂
部
門
に
配
さ
れ
て
い

る
も
の
の
︑﹁
儒
書
﹂
部
門
に
は
︑
さ
ら
に
下
位
分
類
と
し
て
︑

経
書

歴
代

理
学

道
書

伝
記

古
事

と
い
う
六
つ
の
項
目
が
設
定
さ
れ
て
︑
細
分
類
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
う
ち
の

﹁
古
事
﹂
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

⑸
︑
⑹
︑
⑺
の
目
録
に
お
い
て
も
︑﹁
故
事
﹂
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
本
の

取
り
扱
い
に
変
化
が
あ
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
お
そ
ら
く
そ

れ
は
︑
伝
奇
小
説
で
あ
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄
に
つ
い
て
の
認
識
が
深
ま
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
︑
判
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
最
初
の
書
籍
目
録
で
あ
り
︑
い
ろ
は
分
け
の
嚆

矢
と
さ
れ
る
延
宝
三
年
刊
の
⑻
で
は
︑
﹁
き
﹂
の
﹁
儒
書
﹂
に
置
か
れ
て
い
て
︑

以
降
の
目
録
⑼
と
⑽
で
も
同
じ
で
あ
り
︑
⑽
の
増
訂
版
で
あ
る
⑾
や
︑
⑽
の
修

版
で
あ
る
⑿
も
︑
同
じ
板
木
で
あ
り
︑
同
じ
で
あ
る
︒

中
国
の
﹃
剪
燈
新
話
﹄
が
“
志
怪
”
小
説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
儒

書
﹂
の
な
か
の
故
事
扱
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
冨
士
昭
雄
氏
が
︑

当
時
の
書
籍
目
録
の
編
者
は
︑
妖
艶
な
﹃
剪
燈
新
話
﹄
も
即
物
的
功
利
的

な
故
事
雑
著
と
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑨

と
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
︑
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
︒

三
点
目
に
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
︑
⑶
の
目
録
が
︑﹁
萬
福
寺
樗
蒲
記
﹂
と
い

う
作
品
題
を
付
記
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
︒

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
〇



し
か
し
こ
の
﹁
萬
福
寺
樗﹅

蒲﹅

記
﹂
と
あ
る
の
は
︑
正
し
く
は
一
九
九
九
年
発

見
さ
れ
た
朝
鮮
刊
木
版
本
の
原
文
﹁
萬
福
寺
摴﹅

蒱﹅

記
﹂
で
あ
っ
て
︑﹃
金
鰲
新

話
﹄
の
五
篇
の
作
品
︑

﹁
萬
福
寺
摴
蒱
記
﹂

﹁
李
生
窺
墻
傳
﹂

﹁
醉
遊
 
碧
𠅘
記
﹂

﹁
南
炎
 
州
志
﹂

﹁
龍
宮
赴
宴
錄
﹂

の
第
一
作
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
代
表
的
な
作
品
題
を
添
え
る
こ
と
で
︑
本
の
紹
介
が
よ
り
詳
細

に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
⑶
の
目
録
が
︑
タ
イ
ト

ル
に
﹁
作
者
付
大
意
﹂
と
銘
打
っ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

作
品
題
を
付
記
す
る
こ
と
は
︑
後
続
す
る
⑷
に
は
見
え
る
が
︑
延
宝
三
年
刊

の
⑸
や
︑
⑹
︑
⑺
に
は
い
ず
れ
も
見
ら
れ
ず
︑
江
戸
の
い
ろ
は
分
け
目
録
⑻
に

引
き
つ
が
れ
て
お
り
︑
以
後
こ
れ
が
定
着
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒

さ
て
次
に
︑
本
の
“
値
段
”
を
記
し
は
じ
め
た
の
は
︑
⑼
の
天
和
元
年
﹃
書

籍
目
録
大
全
﹄
が
最
初
で
あ
り
︑﹁
壱
匁
八
分
﹂
と
売
価
を
提
示
し
て
い
る
︒

⑼
本
の
扉
︵
見
返
し
題
︶
に
は
︑﹁
新
撰
書
籍
目
録
大
全

直
段
付
太マ
マ

意
﹂
と

あ
っ
て
︑﹁
直
段
付
太
意
﹂
と
い
う
通
り
︑﹁
直
段
﹂
を
付
し
︑﹁
大
意
﹂
と
し

て
作
品
題
﹁
萬
福
寺
樗
蒲
記
﹂
を
付
け
て
︑
よ
り
詳
し
く
本
を
宣
伝
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
︒

五
点
目
の
特
徴
と
し
て
︑
﹁
ふ
り
が
な
﹂
の
付
記
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
⑽
で
は
︑

書
名
に
仮
名
で
﹁
き
ん
ご

し
ん
わ
﹂
と
“
読
み
”
を
刻
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

先
行
の
目
録
類
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
︑
﹁
き
ん
ご
う
﹂
と
あ
る

べ
き
と
こ
ろ
の
﹁
う
﹂
字
の
刷
り
が
見
え
な
い
の
は
︑
板
木
の
“
欠
損
”
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
と
判
じ
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
最
後
に
指
摘
す
べ
き
は
︑﹁
板
元
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
板
元
の
名
を

入
れ
た
書
籍
目
録
は
︑
江
戸
に
お
け
る
元
禄
九
年
刊
の
⑽
が
︑
最
初
で
あ
る
︒

﹁
福
森
﹂
と
あ
る
の
は
︑
福
森
兵
左
衛
門
の
こ
と
で
︑﹃
慶
長

以
来

書
賈
集
覧⑩

﹄
に

よ
れ
ば
︑
京
の
五
条
通
り
の
板
元
で
あ
る
︒

実
際
︑
福
森
は
︑
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
を
﹁
寛
文
十
三
丑
年
仲
春
／
福
森

兵
左
衛
門
板
行
﹂
の
奥
付
で
売
り
出
し
て
い
る
が
︑
⑽
に
あ
る
通
り
﹁
一
冊
﹂

本
で
あ
り
︑
現
存
す
る
三
伝
本
を
筆
者
は
確
認
し
て
い
る⑪

︒

板
元
の
福
森
は
︑
浅
井
了
意
の
著
作
や
︑
林
羅
山
の
﹃
怪
談
全
書
﹄︵
元
禄

十
一
年
・
一
六
九
八
︶
と
い
っ
た
怪
異
物
を
刊
行
し
た
板
元
で
も
あ
る
が
︑
江

戸
に
も
進
出
し
て
︑﹃
金
鰲
新
話
﹄
を
目
録
に
載
せ
販
売
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
書
籍
目
録
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄
に
関
す
る
情
報
が
︑
し

だ
い
に
詳
し
く
な
っ
て
い
く
所
に
︑
当
代
の
出
版
に
お
け
る
商
業
的
な
盛
行
の

ほ
ど
が
う
か
が
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄
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以
上
︑
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
し
な
が
ら
書
籍
目
録
の
実
相
を
見
て
き
た

が
︑
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
は
︑
無
刊
記
書
籍
目
録
の
万
治
二
年
頃
か
ら
正
徳

五
年
頃
ま
で
の
お
よ
そ
六
十
年
の
期
間
だ
け
を
見
て
も
︑
京
都
︑
大
阪
︑
江
戸

に
お
い
て
︑
積
極
的
に
宣
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
も
ち
ろ
ん
そ

れ
以
降
も
︑
出
版
や
販
売
は
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

＊

さ
て
こ
こ
で
︑
江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
で
は
な
い
が
︑﹃
倭
板
書
籍
考⑫

﹄

と
い
う
書
に
︑﹃
金
鰲
新
話
﹄
に
つ
い
て
の
解
説
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
て
お
き
た
い
︒

﹃
倭
板
書
籍
考
﹄
は
︑
長
澤
規
矩
也
・
阿
部
隆
一
氏
の
﹁
解
題
﹂
に
よ
れ
ば
︑

幸
島
宗
意
の
著
に
な
る
︑
元
禄
十
五
年
︵
一
七
〇
二
︶
の
刊
本
で
あ
り
︑
そ
の

内
容
は
︑
慶
長
か
ら
元
禄
に
至
る
間
に
出
版
さ
れ
た
和
漢
書
に
つ
い
て
の
解
題

と
い
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
︒

そ
の
巻
七
に
︑
書
名
を
一
字
誤
っ
て
﹁
金
鏊
新
話
﹂
と
記
し
た
う
え
で
︑
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

一
本
ア
リ
文
意
剪
燈
新
話
ヲ
模
シ
タ
ル
書
ナ
リ
高
麗
文
士
ノ
作
也

ま
ず
︑﹁
一
本
ア
リ
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
“
一
冊

本
”
を
著
者
は
見
た
こ
と
に
な
る
︒
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
︑
同
時
期
の
書
籍

目
録
で
あ
る
⑽
︵
元
禄
九
年
刊
本
︶
に
お
い
て
︑
初
め
て
﹁
一
冊
﹂
と
い
う
冊

数
が
見
え
て
い
る
の
で
︑
こ
の
点
齟
齬
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

そ
し
て
続
い
て
︑
作
品
の
内
容
に
関
し
て
︑
﹃
剪
燈
新
話
﹄
を
模
し
た
書
︑

つ
ま
り
模
倣
し
た
書
で
あ
る
と
い
う
︒
と
す
る
な
ら
︑
著
者
は
︑﹃
剪
燈
新
話
﹄

の
内
容
を
よ
く
知
っ
て
い
て
︑
﹃
金
鰲
新
話
﹄
を
も
読
ん
だ
上
で
︑
両
作
品
を

比
べ
て
﹁
模
シ
タ
﹂
と
評
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か⑬

︒
“
模
し
た
”
と
い

う
評
価
は
皮
相
的
で
短
く
は
あ
る
が
︑
中
国
の
﹃
剪
燈
新
話
﹄
と
朝
鮮
の
﹃
金

鰲
新
話
﹄
と
を
対
比
し
た
作
品
評
が
︑
元
禄
十
五
年
の
時
点
で
日
本
の
識
者
に

あ
っ
た
点
に
︑
注
目
し
て
お
き
た
い
︒

た
だ
し
︑
作
者
に
つ
い
て
は
︑
﹁
高
麗
文
士
﹂
と
す
る
だ
け
で
︑
号
の
﹁
梅

月
堂
﹂
や
著
者
名
︵
金
時
習
︶
は
記
し
て
い
な
い
︒

二

冊
数
に
つ
い
て

︱
刊
記
の
問
題

筆
者
が
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
現
存
す
る
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
は
︑
す
べ
て

一
冊
本
に
綴
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
右
掲
出
の
書
籍
目
録
に
は
︑
﹁
二
冊
﹂
と
す
る
方
が
圧
倒
的
に

多
く
︑
疑
問
が
残
っ
て
い
た
が
︑
原
本
に
当
た
り
調
べ
て
い
く
過
程
で
︑
そ
の

疑
問
は
解
か
れ
た
︒
再
度
の
伝
本
調
査
時
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
原
本
を
見
て

い
た
と
こ
ろ
︑
﹁
小
口
書
き
﹂
が
そ
の
疑
問
を
解
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
︒

筆
者
は
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
調
査
時
に
︑
本
を

綴
じ
て
い
る
背
の
部
分
の
四
十
五
丁
あ
る
本
文
の
用
紙
が
︑
大
き
く
二
つ
の
ま

と
ま
り
の
あ
る
部
分
に
分
か
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
︑
気
付
い
た
︒

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄
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さ
ら
に
ま
た
︑
本
を
綴
じ
た
綴
じ
糸
の
部
分
を
見
た
と
こ
ろ
︑
や
は
り
そ
こ
に

も
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
傾
向
が
︑
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
も
と
も
と
二
冊
本
の
分
冊
で
あ
っ
た
本
を
︑
二
冊
を
重
ね
て
一
冊

本
に
綴
じ
た
本
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
︑
筆
者
は
考
え
た
︒

そ
こ
で
本
の
底
を
見
た
と
こ
ろ
︑
も
と
の
本
と
お
ぼ
し
い
底
の
上
下
二
箇
所

に
﹁
小
口
書
き
﹂
が
あ
っ
て
︑
上
部
に
︑

金

話

本

ケ
ン

下
部
に
︑

金

話

本

コ
ン

と
い
う
墨
書
き
が
確
認
で
き
た
︒
上
下
の
二
冊
の
本
へ
の
︑
書
き
入
れ
で
あ
っ

た
︒﹁
ケ
ン
﹂﹁
コ
ン
﹂
と
い
う
の
は
﹁
乾
坤
﹂
の
こ
と
で
︑
上
下
や
二
つ
︑
あ

る
い
は
セ
ッ
ト
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
︒﹁
小
口
書
き
﹂
に
つ
い
て
︑

和
本
は
書
棚
や
本
箱
に
横
積
み
す
る
の
が
通
例
で
︑
従
っ
て
検
索
の
便
の

た
め
に
︑
書
物
の
下
小
口
に
そ
の
書
名
や
巻
冊
数
を
横
書
き
に
し
て
あ
る

こ
と
が
多
い
︒
こ
れ
を
﹁
小
口
書
き
﹂
と
称
す
る⑫

︒

と
説
か
れ
る
よ
う
に
︑
本
の
背
の
方
か
ら
左
方
に
横
書
き
さ
れ
た
こ
の
小
口
書

き
は
︑
ま
さ
し
く
こ
の
本
が
︑
も
と
は
“
二
冊
”
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
︒

と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
︑
先
掲
し
た
﹁
書
籍
目
録
﹂
の
記
事
に
確
認
が
で
き

る
︒
⑴
⑵
を
は
じ
め
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
ま
で
の
目
録
で
は
す
べ
て
﹁
二
冊
﹂
と

し
て
い
る
が
︑
⑽
と
︑
⑽
の
増
訂
版
で
あ
る
⑾
︑
⑽
の
修
版
で
あ
る
⑿
で
は
︑

﹁
一
冊
﹂
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

と
な
る
と
︑
現
存
す
る
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
は
す
べ
て
一
冊
本
で
は
あ
る

も
の
の
︑
も
と
も
と
は
二
冊
本
と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

そ
し
て
後
に
は
︑
こ
の
二
冊
の
本
を
合
綴
し
て
一
冊
本
に
作
り
直
し
た
か
︑
あ

る
い
は
当
初
よ
り
二
冊
分
を
一
冊
に
綴
じ
て
販
売
し
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
︒し

た
が
っ
て
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
場
合
︑
た
と
え

そ
の
伝
本
の
刊
記
が
︑
承
応
二
年
︵
一
六
五
三
︶
や
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶

で
あ
り
︑
あ
る
い
は
奥
付
が
寛
文
十
三
年
︵
一
六
七
三
︶
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑

実
際
に
︑
摺
刷
さ
れ
た
時
期
︑
綴
じ
ら
れ
た
時
期
︑
販
売
の
時
期
に
つ
い
て
は
︑

必
ず
し
も
刊
記
の
い
う
年
時
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
刊

記
と
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
︑
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
の
点
が
︑
和
刻
本
を
理
解
し
︑
取
り
扱
う
に
お
い
て
︑
も
っ
と
も
重
要
な

留
意
点
と
な
る
︒

注①

邊
恩
田
﹁︿
資
料
紹
介
﹀
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
諸
本
﹂
﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第

65
号
︑
二
〇
〇
六
︑
一
二
︒﹁︿
資
料
紹
介
﹀
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
の
諸
本
︵
続
︶
﹂

﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
72
号
︑
二
〇
一
〇
︑
三
︒

②

慶
應
義
塾
大
学
斯
道
文
庫
編
﹃
江
戸
時
代

書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
﹄
井
上
書
房
︑
一

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄
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九
六
二
︒

③

注
②
の
﹁
解
題
﹂︑
一
一
頁
︒

④

注
②
の
﹁
解
題
﹂︑
一
二
頁
︒

⑤

注
②
の
﹁
解
題
﹂︑
一
三
頁
︒

⑥

注
②
の
﹁
解
題
﹂︑
一
〇
頁
︒

⑦

注
②
の
﹁
解
題
﹂︑
一
二
頁
︒

⑧

中
野
三
敏
﹃
書
誌
学
談
義

江
戸
の
板
本
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
五
︑
九
九
頁
︒

⑨

冨
士
昭
雄
﹁
伽
婢
子
と
狗
張
子
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
七
一
．
一
〇
︑
三
四

頁
︒

⑩

井
上
和
雄
編
︑
彙
文
堂
書
店
︑
大
正
五
︒

⑪

注
①
の
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

⑫

長
澤
規
矩
也
・
阿
部
隆
一
編
﹃
日
本
書
目
大
成
﹄
第
三
巻
︑
汲
古
書
院
︑
一
九
七

九
︒

⑬

あ
る
い
は
伝
聞
な
ど
に
依
っ
た
評
か
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

⑭

注
⑧
の
二
六
二
頁
︒
な
お
﹁
小
口
書
き
﹂
は
︑
ほ
か
の
和
刻
本
﹃
金
鰲
新
話
﹄
に

お
い
て
も
異
な
る
表
現
で
確
認
が
で
き
て
い
る
︒

江
戸
期
の
﹁
書
籍
目
録
﹂
に
見
え
る
﹃
金
鰲
新
話
﹄

四
四


