
に
も
、
活
字
が
使
わ
れ
た
時
期
が
あ
り

ま
し
た
。

印
刷
の
書
体
、
つ
ま
り
フ
ォ
ン
ト
に

明
朝
体
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
朝

と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
中
国
の
宋

代
に
ル
ー
ツ
が
あ
り
、
明
代
に
成
立
し

た
書
体
で
す
。
現
在
、
私
た
ち
も
そ
の

影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
中
国
は
活
字
印
刷
術
を
発

明
し
た
け
れ
ど
も
あ
ま
り
重
用
せ
ず
、

か
え
っ
て
韓
国
で
早
く
か
ら
盛
行
し
て

い
ま
す
。
貴
族
文
化
と
仏
教
文
化
が
栄

え
て
芸
術
に
力
を
注
い
だ
高
麗
王
朝
は
、

国
営
の
鋳

ち
�
う

字じ

所じ
ょ

を
設
立
し
て
、
１
字
ず

つ
独
立
し
た
鋳
造
活
字
を
つ
く
り
、
金

属
活
字
に
よ
る
印
刷
技
術
を
発
展
さ
せ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
李
氏
朝
鮮
が
興
っ

て
、
そ
こ
で
も
鋳
字
所
が
つ
く
ら
れ
て
、

書
体
研
究
と
金
属
活
字
に
よ
る
印
刷
事

業
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

１
５
９
２
年
（
文
禄
元
）
の
朝
鮮
侵
略

の
と
き
、
豊
臣
秀
吉
軍
は
漢
城

ハ
ン
ソ
ン

（
今
の
ソ

ウ
ル
）
ま
で
行
っ
た
わ
け
で
す
が
、
宇

喜
多
秀
家
は
鋳
字
所
の
活
字
・
機
材
一

式
を
持
ち
帰
り
、
職
人
た
ち
を
捕
虜
と

し
て
連
れ
て
来
ま
す
。
日
本
に
と
っ
て

朝
鮮
本
は
憧
れ
の
本
だ
っ
た
わ
け
で
す

ね
。
秀
吉
は
そ
れ
ら
を
後
陽
成

ご
よ
う
ぜ
い

天
皇
に

献
上
し
て
い
ま
す
。

そ
の
活
字
は
す
ぐ
に
使
わ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
日
本
の
書
体
を
開
発
し
て

木
活
字
が
つ
く
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ

れ
で
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
勅
版

ち
ょ
く
は
ん

と
呼
び

慣
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
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文
禄
勅
版
は
現
物
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

慶
長
勅
版
は
現
存
し
て
今
で
も
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
A
4
サ
イ
ズ
（
縦
２
９

７
㎜
×
横
２
１
０
㎜
）
ほ
ど
の
大
判
で
す
。

本
づ
く
り
と
い
う
の
は
、
文
化
の
高

さ
を
示
す
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
高
度

な
技
術
が
あ
り
、
高
度
な
技
術
を
持
つ

職
人
を
抱
え
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
。

そ
し
て
、
書
体
の
美
し
さ
に
は
精
神
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
本
づ
く
り
は
、
い

わ
ば
時
の
権
力
を
手
中
に
収
め
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
誇
示
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
後
陽
成
天
皇

の
勅
版
を
真
似
て
、
徳
川
家
康
も
伏
見

版
を
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
豊
臣
秀
頼
が
１
回
だ
け
で

す
が
印
刷
を
行
な
う
と
か
、
大
坂
の
陣

と
相
前
後
し
て
徳
川
家
康
が
銅
活
字
で

駿
河
版
を
つ
く
る
、
後
水
尾

ご
み
ず
の
お

天
皇
が
元

和
勅
版
を
つ
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
、

天
皇
や
時
の
権
力
者
と
い
っ
た
上
層
部

が
競
っ
て
印
刷
事
業
を
す
す
め
る
と
い

う
特
異
な
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

天
皇
の
周
り
に
も
、
家
康
の
周
り
に

も
、
秀
頼
の
周
り
に
も
サ
ロ
ン
が
形
成

さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
京
都
の
町
衆
の

中
か
ら
嵯
峨
本
が
誕
生
し
ま
す
。
嵯
峨

本
に
は
趣
味
人
た
ち
の
贅
沢
が
反
映
さ

れ
、
美
術
品
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

権
力
者
に
よ
る
印
刷
物
は
１
０
０
部

と
か
１
５
０
部
、
寺
社
や
公
家
や
大
名

な
ど
お
気
に
入
り
の
人
に
配
る
ぐ
ら
い

の
部
数
で
摺
ら
れ
ま
し
た
。
贈
答
品
と

し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
、
大
判
な
豪
華

〈
も
の
〉
に
語
ら
せ
る
楽
し
さ

以
前
は
大
学
博
物
館
で
学
芸
員
の
仕

事
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
古
文
書
な

ど
、
資
料
に
触
れ
る
環
境
に
い
ま
し
た
。

学
芸
員
の
仕
事
は
、〈
も
の
〉
に
語
ら

せ
る
こ
と
が
中
心
で
す
。
江
戸
時
代
の

本
を
つ
く
っ
た
職
人
や
版
元
は
、
限
り

あ
る
命
で
す
か
ら
、
今
は
こ
の
世
に
存

在
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
人
が
や

っ
た
仕
事
、
痕
跡
と
し
て
の
〈
も
の
〉

は
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
江
戸
時
代
の

本
を
手
に
取
る
と
き
、
そ
の
こ
と
を
深

く
意
識
し
ま
す
。

本
を
眺
め
て
い
る
と
、
版
木
を
彫
っ

た
職
人
の
技
に
思
い
が
い
く
し
、
ど
う

や
っ
て
で
き
て
き
た
か
を
考
え
ま
す
。

本
づ
く
り
は
、
作
者
や
絵
師
が
い
て
、

版
下
を
書
く
人
が
い
て
、
彫
り
師
が
い

て
、
摺
り
師
が
い
て
、
表
紙
を
整
え
る

人
が
い
て
、
製
本
す
る
人
が
い
て
、
本

屋
が
そ
れ
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
、
と

い
う
総
合
的
な
仕
事
な
の
で
す
。
痕
跡

か
ら
、
人
の
動
き
が
わ
か
る
。
そ
れ
を

読
み
解
い
て
い
く
の
が
、
何
と
も
楽
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

和
紙
の
こ
と
に
共
感
が
湧
く
の
は
、

私
が
〈
も
の
〉
に
助
け
ら
れ
て
仕
事
を

し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

木
活
字
の
導
入

版
木
を
彫
っ
て
印
刷
し
て
い
た
時
代

藤實 久美子
ふじざね くみこ
ノートルダム清心女子大学文学部准教授　文学博士

1964年東京に生まれる。1987年学習院大学文学部史学科卒、1991年同大

学院修士課程修了、1994年同博士課程単位取得満期退学、学習院女子短

期大学非常勤講師、1997年学習院大学非常勤講師、国文学研究資料館Ｃ

ＯＥ非常勤研究員（講師）、学習院大学史料館助手等を経て、2008年現

職。専門は、書籍資料論、書籍文化論。2000年日本出版学会賞受賞。

主な著書に『武鑑出版と近世社会』（東洋書林 1999）、『近世書籍文化論

— 史料論的アプローチ』（吉川弘文館 2006）、『江戸の武家名鑑— 武鑑と

出版競争—』（吉川弘文館 2008）ほか

史学科で学んだ藤實久美子さんですが、

社会学科や新聞学科にも惹かれるほど、

メディアの問題に関心があったそうです。

その興味が、江戸時代に大きく発展した

出版メディア〈武家の名鑑〉への研究を深いものにしました。

近世に、〈閉ざされた知〉が解放された背景には、

和紙の供給増加も一役買っていたのです。

近世出版事業の隆盛と和紙需要
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本
だ
っ
た
ん
で
す
。

町
衆
は
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
日
本

の
古
典
を
作
成
し
ま
し
た
が
、
天
下
を

治
め
る
者
が
学
ぶ
べ
き
は
儒
学
で
あ
る
、

と
い
う
発
想
か
ら
、
治
者
た
ち
の
印
刷

事
業
は
主
に
中
国
の
古
典
を
題
材
と
し

ま
し
た
。

慶
長
勅
版

後
陽
成
天
皇
の
命
で
１
５
９
７
年
（
慶
長
２
）
か
ら

１
６
０
３
年
（
慶
長
８
）
に
か
け
て
印
刷
さ
れ
た
勅

版
。『
錦
繍
段
』（
き
ん
し
ゅ
う
だ
ん
）、『
日
本
書
紀

神
代
巻
』（
に
ほ
ん
し
ょ
き
か
み
よ
の
ま
き
）、『
論

語
』『
孟
子
』
な
ど
が
作
成
さ
れ
た
。

伏
見
版

徳
川
家
康
が
寄
付
し
た
木
活
字
10
万
字
を
使
用
し

て
、
閑
室
元
佶
（
か
ん
し
つ
げ
ん
き
つ
）
が
伏
見
の

円
光
寺
（
現
・
左
京
区
一
乗
寺
小
谷
町
）
で
、
１
５

９
９
年
（
慶
長
４
）
に
印
刷
し
た
書
物
。『
孔
子
家

語
』（
こ
う
し
け
ご
）、『
三
略
』、『
六
韜
』（
り
く
と

う
）、『
貞
観
政
要
』（
じ
ょ
う
が
ん
せ
い
よ
う
）、

『
周
易
』（
し
ゅ
う
え
き
）
な
ど
が
作
成
さ
れ
た
。

嵯
峨
本

京
都
嵯
峨
の
豪
商
、
角
倉
素
庵
（
す
み
の
く
ら
そ
あ

ん
　
了
以
の
息
子
）
が
本
阿
弥
光
悦
（
ほ
ん
あ
み
こ

う
え
つ
）
や
俵
屋
宗
達
（
た
わ
ら
や
そ
う
た
つ
）
ら

の
協
力
を
得
て
木
活
字
で
作
成
し
た
、
平
仮
名
ま
じ

り
の
書
物
。
角
倉
本
、
光
悦
本
と
も
呼
ば
れ
、
表

紙
・
本
紙
に
雲
母
紙
を
使
い
、
装
丁
の
美
し
さ
が
特

徴
。『
伊
勢
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
て
、『
方
丈
記
』

『
百
人
一
首
』『
徒
然
草
』『
源
氏
物
語
』
な
ど
が
作

成
さ
れ
た
。

再
び
木
版
印
刷
へ

１
６
０
８
年
（
慶
長
13
）
に
作
成
さ
れ

た
嵯
峨
本
の
『
伊
勢
物
語
』
は
文
字
の

部
分
は
木
活
字
、
絵
の
部
分
は
整
版

（
木
版
）
印
刷
で
摺
ら
れ
て
い
ま
す
。

木
活
字
と
は
い
っ
て
も
、
一
文
字
ず

つ
活
字
を
組
み
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

光
悦
が
書
い
た
崩
し
字
を
２
〜
３
字
単

の
本
屋
は
、
寺
院
と
深
い
関
係
を
保
っ

て
き
た
か
ら
で
す
。
特
に
宗
派
に
よ
っ

て
出
入
り
の
本
屋
が
固
定
化
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

医
学
書
が
印
刷
さ
れ
た
の
は
、
19
世

紀
あ
た
り
に
な
る
と
名
主
階
級
が
子
息

を
積
極
的
に
医
者
に
し
た
か
ら
で
す
。

農
村
部
で
は
無
医
村
が
多
か
っ
た
で
す

か
ら
。
そ
れ
で
、
医
学
書
の
需
要
も
増

え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

書
き
下
ろ
し
は
井
原
西
鶴
（
１
６
４
２

〜
１
６
９
３
年
）
な
ど
の
登
場
を
待
た
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、『
平
家
物
語
』
や

『
太
平
記
』
と
い
っ
た
軍
記
も
の
な
ど
、

そ
れ
ま
で
写
本
だ
っ
た
も
の
が
、
ど
う

に
か
印
刷
で
本
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
武
家
が
政
治
を
し

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
学

者
を
近
辺
に
置
い
て
勉
強
を
し
ま
し
た
。

そ
の
際
に
も
、
本
が
必
要
と
さ
れ
ま
し

た
。
仮
名
草
子
も
読
み
方
を
変
え
れ
ば
、

治
者
の
心
得
、
教
訓
書
と
い
え
る
の
で

す
。出

版
の
第
二
世
代
は
、
17
世
紀
中
ご

ろ
に
登
場
し
ま
す
。

寛
永
末
（
１
６
４
４
年
）
こ
ろ
に
は
、

木
活
字
に
は
手
を
出
さ
な
い
で
、
整
版

印
刷
の
み
で
印
刷
す
る
本
屋
が
京
都
に

出
て
き
ま
し
た
。
３
代
将
軍
徳
川
家
光

の
時
代
で
す
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
古
典

か
ら
離
れ
て
名
所
巡
り
や
地
図
、
武
家

名
鑑
（
以
下
、
武
鑑
と
表
記
）
と
い
っ
た
実

用
書
も
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

位
で
木
活
字
に
つ
く
り
、
そ
れ
ら
を
組

み
合
わ
せ
て
作
成
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
制
作
に
手
間
が
か
か
り
過
ぎ

た
た
め
、
木
活
字
に
集
中
し
て
い
た
印

刷
事
業
は
、
17
世
紀
中
ご
ろ
に
再
び
整

版
印
刷
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。
繰
り
返

し
版
を
重
ね
る
に
は
、
板
木
に
彫
刻
し

た
整
版
印
刷
の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
か

ら
で
す
。

木
活
字
が
流
行
し
て
い
た
間
も
、
寺

院
で
は
整
版
印
刷
が
伏
流
の
よ
う
に
続

け
ら
れ
、
技
術
が
残
っ
て
い
た
ん
で
す

ね
。
そ
も
そ
も
漢
字
は
数
が
膨
大
で
す

し
、
仏
教
書
を
は
じ
め
漢
文
体
で
書
か

れ
た
も
の
は
、
小
さ
い
字
と
大
き
な
字

を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
返
り
点
を
入
れ

た
り
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
活
字
で

は
不
便
で
し
た
。

紙
面
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
よ
う

な
も
の
は
、
版
下
を
つ
く
っ
て
、
裏
返

し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
彫
っ
て
も
ら
え

ば
い
い
ん
だ
か
ら
整
版
印
刷
で
や
っ
た

ほ
う
が
都
合
が
い
い
。
写
本
と
同
じ
よ

う
な
感
覚
で
つ
く
れ
ま
す
か
ら
。

実
用
書
の
誕
生

出
版
分
野
の
広
が
り
に
は
、
民
間
の

本
屋
の
登
場
が
貢
献
し
ま
し
た
。
民
間

の
本
屋
が
出
版
し
た
も
の
と
し
て
は
、

ま
ず
医
学
書
や
仏
教
書
が
あ
り
ま
す
。

18
世
紀
ま
で
は
、
京
都
を
は
じ
め
と

し
た
上
方
の
本
屋
が
優
勢
だ
っ
た
、
と

一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
京
都



め
ら
れ
ま
す
。
８
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の

時
代
に
株
仲
間
を
公
認
す
る
こ
と
で
、

特
権
商
人
化
さ
せ
、
物
価
の
高
騰
を
抑

え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
自
治
と
し
て
、

同
業
者
同
士
で
組
合
を
つ
く
っ
て
く
だ

さ
い
、
と
い
う
経
済
政
策
へ
の
転
換
で

す
。し

か
し
、
そ
の
前
か
ら
そ
う
い
う
傾

向
は
起
き
て
い
た
よ
う
で
す
。
１
６
９

８
年
（
元
禄
11
）
京
都
・
大
坂
の
本
屋
が
、

海
賊
版
阻
止
に
つ
い
て
の
訴
え
を
大
坂

町
奉
行
に
提
出
し
て
い
ま
す
。
連
名
で

監
視
体
制
を
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す
よ

ね
。そ

の
あ
と
、
１
７
１
６
年
（
享
保
元
）

京
都
の
書
林
仲
間
、
１
７
２
１
年
（
享

保
６
）
江
戸
の
書
物
問
屋
仲
間
、
１
７

２
３
年
（
享
保
８
）
大
坂
の
本
屋
仲
間
が

公
認
さ
れ
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
、
徳
川

将
軍
家
に
関
す
る
こ
と
だ
と
か
、
社
会

上
層
部
に
都
合
の
悪
い
情
報
を
出
さ
な

い
よ
う
に
統
制
し
て
い
く
ん
で
す
ね
。

実
は
武
家
は
結
構
、
ゆ
す
り
に
遭
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。
特
に
毛
利
家
と
吉

川
家
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

「
毛
利
元
就
は
、
そ
の
主
君
大
内
義
隆

に
反
逆
し
た
陶す

え

晴
賢

は
る
か
た

に
味
方
し
た
裏
切

り
者
で
あ
る
」
と
い
っ
た
本
を
出
さ
れ

て
し
ま
う
ん
で
す
。『
陰
徳
記
』
系
統

の
『
関
西
記
』『
備
芸
記
』
と
い
う
本

な
ん
で
す
が
、「
こ
ん
な
本
を
つ
く
り

ま
し
た
。
幾
ら
か
か
り
ま
し
た
」
と
言

っ
て
、
毛
利
家
に
持
っ
て
い
く
わ
け
で

す
。
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
返
す
わ
け
に

ま
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
１
６
３
５
年
（
寛

永
12
）
の
〈
武
家
諸
法
度
〉
に
定
め
ら

れ
た
参
勤
交
代
の
影
響
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
以
前
に
も
武
家
は
家
族
や
家
臣
を

江
戸
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
の
で
す
が
、

正
式
に
制
度
化
さ
れ
た
の
で
国
許
と
江

戸
と
の
間
で
人
が
移
動
し
、
も
の
の
や

り
取
り
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う

い
う
背
景
が
あ
っ
て
、
名
所
巡
り
や
地

図
、
武
鑑
な
ど
が
必
要
に
な
っ
て
き
た

ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
判
型
も

袂た
も
とに

入
れ
た
り
、
懐
に
入
れ
て
持
ち
歩

け
る
よ
う
に
、〈
袖
珍
版

し
�
う
ち
ん
ば
ん

〉
や
〈
懐
中

版
〉
と
い
う
コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
和
紙
で
す
か
ら
、
軽

く
て
い
い
ん
で
す
よ
ね
。

江
戸
と
い
う
の
は
、
江
戸
城
自
体
も

寛
永
年
間
に
か
け
て
、
何
度
も
修
築
し

て
、
堀
割
と
い
う
か
範
囲
が
決
ま
る
ぐ

ら
い
だ
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
都
市
と
し
て

は
固
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
で
元
禄
期
ま
で
は
、
京
都
の
本
屋
が

江
戸
の
市
場
を
見
込
ん
で
、
出
店

で
み
せ

を
出

す
ん
で
す
ね
。
場
所
と
し
て
は
日
本
橋

が
中
心
で
す
。
の
ち
に
は
馬
喰
町
に
移

っ
て
い
き
ま
す
。

馬
喰
町
は
、
現
在
、
衣
料
品
関
係
の

問
屋
街
で
す
が
、
江
戸

え

ど

宿や
ど

と
い
っ
て
訴

訟
で
や
っ
て
来
た
人
た
ち
が
待
機
し
て

い
た
場
所
。
幕
領
で
は
国
許
で
起
こ
っ

た
事
件
で
も
、
国
許
で
判
断
し
な
い
で

江
戸
の
殿
様
に
訴
え
た
か
ら
で
す
。
あ

と
は
、
東
海
道
の
芝
。
芝
に
は
増
上
寺
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が
あ
り
ま
し
た
か
ら
門
前
町
が
開
け
て

い
ま
し
た
。
地
方
か
ら
来
た
人
、
帰
る

人
が
こ
こ
で
お
土
産
を
買
う
と
い
う
需

要
が
あ
り
ま
し
た
。

貸
本
屋
さ
ん
に
な
る
と
、
ま
た
分
布

が
違
っ
て
き
て
、
日
本
橋
と
か
上
野
と

か
山
の
手
の
本
郷
や
番
町
に
多
か
っ
た
。

い
ず
れ
も
老
舗
の
本
屋
に
な
る
と
、
五

街
道
の
出
発
点
で
あ
る
日
本
橋
に
集
中

し
ま
し
た
ね
。

５
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
治
世
で
、
京

都
の
文
人
を
幕
府
の
御
用
達
町
人
と
し

て
、
か
な
り
抱
え
込
む
ん
で
す
。
連
歌

師
で
あ
る
と
か
、
出
雲
寺

い

ず

も

じ

の
よ
う
な
書

物
師
で
あ
る
と
か
。
身
分
を
与
え
て
江

戸
に
招
く
ん
で
す
。

こ
れ
に
従
う
よ
う
に
、
本
屋
た
ち
も

江
戸
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
文
化
の
先

進
地
の
人
た
ち
が
、「
ど
う
や
ら
江
戸

で
も
商
売
に
な
る
ら
し
い
ぞ
」
と
い
っ

て
、
や
っ
て
来
た
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
製
作
は
京
都
・
大
坂
の

本
屋
、
つ
ま
り
書
林
、
本
屋
仲
間
で
出

版
業
、
江
戸
の
本
屋
は
販
売
専
門
の
書

物
問
屋
な
ん
で
す
。

実
は
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
い
っ
て
も
、

周
り
に
い
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
読
ま
れ

て
い
た
程
度
で
、
文
学
と
し
て
広
く
親

し
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

も
っ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
小
さ
い
。

多
く
て
３
０
０
部
。
そ
れ
に
比
べ
て
、

実
用
書
は
３
０
０
０
部
と
か
、
１
万
部

と
か
出
版
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

「
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
た
こ

と
を
信
じ
る
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
答
え
は
Y

E
S
。
国
許
、
街
道
筋
に
需
要
が
あ
っ

た
ほ
か
、
江
戸
土
産
と
し
て
10
冊
と
か

20
冊
と
か
買
っ
て
、
み
ん
な
に
配
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
。
や
が
て
１
０
０
万
都

市
に
成
長
し
て
い
く
江
戸
市
場
は
魅
力

的
だ
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
わ
ざ

わ
ざ
京
都
か
ら
江
戸
に
出
店
を
出
し
た

り
し
な
い
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

教
養
に
地
域
差
な
し

17
世
紀
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
大
都
市

だ
け
で
は
な
く
地
方
で
も
、
門
人
と
な

っ
て
俳
句
を
た
し
な
ん
だ
り
、
漢
詩
を

読
ん
だ
り
す
る
教
養
の
高
い
層
が
現
わ

れ
ま
す
。

江
戸
時
代
の
文
化
程
度
は
か
な
り
高

く
、
裾
野
は
広
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

寺
子
屋
で
の
需
要
と
い
う
よ
り
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
大
人
の
勉
強
の
た
め
の

書
籍
で
す
。
江
戸
時
代
の
格
差
は
、
地

域
差
で
は
な
く
て
身
分
差
と
身
分
内
の

階
層
差
。
身
分
と
役
割
に
よ
っ
て
違
い

が
は
っ
き
り
と
際
立
っ
て
い
ま
し
た
。

流
通
の
こ
と
で
い
え
ば
、
こ
の
17
世

紀
中
ご
ろ
、
畿
内
で
し
た
ら
、
既
に
貸

本
屋
の
行
商
は
町
場
だ
け
で
は
な
く

村
々
を
回
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
帰
っ
て

く
る
舟
に
は
積
む
も
の
が
な
い
の
で
、

本
を
積
ん
で
帰
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
あ
る
程
度
重
さ
が
な
い
と

舟
が
安
定
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

空
荷
で
帰
っ
た
ら
も
っ
た
い
な
か
っ
た

か
ら
で
す
。
廻
船
航
路
や
河
川
舟
運
が

盛
ん
だ
っ
た
当
時
、
地
域
差
を
あ
ま
り

重
視
し
す
ぎ
る
の
は
危
険
だ
と
思
い
ま

す
。17

世
紀
中
ご
ろ
に
は
、
河
内
の
俳
諧

仲
間
が
読
書
人
と
し
て
確
立
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
人
た
ち
が
商
品
流
通
と
密

接
に
関
係
す
る
形
で
、
本
を
取
り
寄
せ

て
、
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
内
の
一
人
が
代
替
わ
り
し
た
際
に
、

処
分
さ
れ
た
本
が
１
７
４
点
８
０
３
冊
、

と
い
う
享
保
末
（
１
７
３
６
年
）
の
記
録

も
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
記
録
の
よ
う
に
、
当
時
の
本
は

代
々
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

古
書
と
し
て
活
発
に
取
り
引
き
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

本
屋
に
は
版
本
も
写
本
も
あ
る
し
、

古
本
も
あ
る
し
、
掛
け
軸
を
買
う
お
客

も
い
る
。
そ
の
よ
う
に
商
売
を
手
広
く

や
っ
て
い
た
の
で
す
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
新
刊
書
出
版
と

古
物
商
と
に
免
許
が
分
か
れ
ま
し
た
。

盗
品
の
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら

古
物
商
が
免
許
制
（
現
在
は
許
可
制
）
に
な

っ
て
、
東
京
府
在
住
な
ら
東
京
警
視
庁

の
管
轄
に
な
っ
た
の
が
、
そ
の
理
由
で

す
。

株
が
固
定
化

享
保
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
板
株

い
た
か
ぶ

と
い

っ
て
、
本
屋
の
権
利
が
ガ
チ
ガ
チ
に
固
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は
い
か
な
い
か
ら
、
か
な
り
高
額
な
金

子
を
渡
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
べ
て
焼

却
さ
せ
る
。
今
の
有
名
税
と
一
緒
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
は
、
毛
利
家
以
外
に
も

仙
台
の
伊
達
家
に
対
し
て
も
あ
り
ま
し

た
。

陰
徳
記

室
町
時
代
13
代
将
軍
足
利
義
輝
の
時
代
か
ら
１
５
９

８
年
（
慶
長
３
）
の
慶
長
の
役
ご
ろ
ま
で
の
山
陰
、

山
陽
を
中
心
に
描
い
た
軍
記
物
語
。

岩
国
領
主
吉
川
氏
の
家
老
職
だ
っ
た
香
川
正
矩
が
書

い
た
。
１
６
６
０
年
（
万
治
３
）
ご
ろ
の
成
立
。

『
陰
徳
記
』
を
も
と
に
、
父
の
遺
志
を
継
い
だ
息
子

景
継
ら
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
『
陰
徳
太
平
記
』
で
は

毛
利
家
を
美
化
、
正
当
化
す
る
意
識
が
強
い
。

だ
か
ら
大
名
の
ほ
う
も
困
っ
て
い
た
。

そ
れ
で
株
仲
間
の
権
利
を
認
め
る
代
わ

り
に
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な
る
本

を
出
し
な
さ
い
、
と
い
う
規
制
を
か
け

ま
し
た
。
た
だ
、
錦
絵
や
歌
舞
伎
の
台

本
な
ど
、
芸
能
興
行
に
か
か
わ
る
も
の

は
野
放
し
で
書
物
問
屋
は
か
か
わ
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

問
屋
の
権
利
が
享
保
期
に
が
っ
ち
り

固
め
ら
れ
て
、
新
規
参
入
が
で
き
に
く

く
な
り
ま
し
た
。

江
戸
の
書
物
問
屋
仲
間
は
、
通
町
組

と
中
通
組
、
南
組
の
三
つ
に
分
か
れ
て

い
て
、
上
方
か
ら
来
た
老
舗
は
出
雲
寺

が
属
す
る
通
町
組
と
中
通
組
に
集
中
し
、

出
雲
寺
と
並
ぶ
大
き
な
本
屋
で
、
紀
州
、

和
歌
山
出
の
須
原
屋
茂
兵
衛
の
所
属
す

る
南
組
は
あ
と
か
ら
参
入
し
ま
し
た
。

通
町
組
と
中
通
組
、
南
組
に
所
属
し
公

認
さ
れ
て
い
た
書
物
問
屋
は
、
わ
ず
か

に
47
～
59
軒
。
彼
ら
は
大
都
市
江
戸
の

出
版
と
販
売
を
独
占
し
て
い
た
の
で
す
。

問
屋
同
士
は
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
で
は

な
い
の
で
、
あ
る
と
き
は
く
っ
つ
く
し
、

あ
る
と
き
は
離
れ
る
。
仲
間
内
の
検
閲

の
担
当
者
（
行
事
）
に
袖
の
下
を
渡
す
と

き
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
し
た
た
か
に
生
き
て
い
ま

し
た
。

例
え
ば
、
須
原
屋
茂
兵
衛
と
出
雲
寺

は
何
度
も
争
っ
て
い
ま
す
。
武
鑑
は
実

用
書
で
す
か
ら
、
役
に
立
つ
新
し
い
情

報
が
多
い
ほ
ど
売
れ
行
き
が
良
く
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
持
ち
株
（
武
鑑
に
各

情
報
を
記
載
す
る
権
利
）
の
範
囲
を
超
え
て
、

こ
っ
そ
り
増
補
し
て
し
ま
う
。
狭
い
業

界
だ
か
ら
す
ぐ
に
情
報
は
伝
わ
る
。
そ

れ
で
一
騒
動
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

江
戸
城
内
の
潤
滑
油
と
い
わ
れ
る
坊
主

衆
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
須
原
屋
に
権

利
が
あ
る
と
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
出
雲
寺
が
横
槍
を
入

れ
て
き
ま
す
。
す
る
と
幕
府
の
御
用
達

町
人
で
あ
る
出
雲
寺
が
勝
っ
て
し
ま
う

ん
で
す
。
内
部
調
整
に
は
政
治
力
が
も

の
を
言
う
の
で
、
須
原
屋
は
な
か
な
か

勝
て
な
い
ん
で
す
ね
。

貴
重
な
紙

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
「
日
本
古

文
書
ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
」
で
、
古
文

書
の
残
り
方
を
見
る
と
14
〜
15
世
紀
ご

ろ
に
な
る
と
、
急
に
増
え
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
14
〜
15
世
紀
か
ら
和
紙
の

製
造
が
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
和
紙
の
製
法
は

秘
密
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
後
、
15
世
紀
末
～
16
世
紀

末
の
戦
国
時
代
に
な
る
と
人
が
移
動
す

る
こ
と
で
、
技
術
も
ま
ん
べ
ん
な
く
普

及
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
よ

う
で
す
。
17
世
紀
に
な
る
と
、
各
地
の

領
主
た
ち
が
和
紙
の
生
産
を
奨
励
し
て
、

藩
専
売
制
の
基
礎
が
築
か
れ
て
い
き
ま

す
。こ

う
し
た
供
給
に
支
え
ら
れ
て
、
民

間
の
出
版
事
業
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
く

の
で
す
が
、
幕
末
に
開
港
の
影
響
か
ら

物
資
が
不
足
し
て
、
国
内
の
流
通
が
ガ

タ
ガ
タ
に
な
っ
て
、
紙
代
も
と
て
も
高

騰
し
ま
し
た
。

出
版
す
る
と
き
に
紙
代
が
ど
れ
ぐ
ら

い
か
か
っ
た
か
、
と
い
う
記
録
も
あ
り

ま
す
。

１
８
６
４
年
（
文
久
４
）
刊
の
須
原
屋

茂
兵
衛
版
の
『
袖
玉

し
�
う
ぎ
ょ
く武

鑑
』
で
は
、
総

制
作
費
が
銀
２
匁
１
厘
９
毛
で
紙
代
が

銀
１
匁
１
分
１
厘
４
毛
で
46
％
。
つ
ま

り
ほ
ぼ
半
分
が
紙
代
で
す
。
　

１
８
６
５
年
（
元
治
２
）
刊
の
須
原
屋

茂
兵
衛
版
の
『
元
治
武
鑑
』
で
も
54
％

を
占
め
て
い
ま
す
。

今
は
、
印
刷
費
・
紙
代
・
製
本
代
す

べ
て
で
必
要
経
費
の
15
～
20
％
を
占
め

る
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
当
時
は
、
逆
。
紙
が
い
か
に
貴
重

な
も
の
だ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

大本
（美濃判本）

中本横中本
（美濃二つ切本）

（B5）（B6）（B6）ほぼ

（A5）（A6）（A6）ほぼ

美濃三つ切本美濃四つ切本

半紙本小本横小本半紙三つ切本半紙四つ切本

和装本の判型
廣庭基介・長友千代治著『日本書誌学を学ぶ人のために』

（世界思想社 1998）をもとに編集部で作図

和装本の製本方法と各部の名称
と

橋口侯之介著『和本入門』（平凡社 2005）をもとに編集部で作図 こよりで下綴じ

下小口書き

外題

題簽

添え題簽

角裂れ

綴じ糸

七部
三部

綴じ孔

綴じ代



紙代 10匁 1分 8厘 6毛 1匁 1分 1厘 4毛
元治武鑑 袖玉武鑑

表紙代 5分 0厘 0毛 6厘 6毛

摺手間 2匁 4分 8厘 2毛 3分 2厘 3毛

製本代 7分 0厘 0毛 1分 4厘 0毛

外題と上袋の
紙代・摺手間 1分 2厘 0毛 4厘 0毛

糸・綴代 2分 7厘 5毛 5厘 0毛

版木代 1匁 4分 6厘 0毛 2分 8厘 6毛

合計 15匁 7分 2厘 3毛 2匁 0分 1厘 9毛

武鑑の造本費用内訳
藤實久美子さんの資料をもとに編集部で作図 江

戸
紳
士
名
鑑
「
武
鑑
」

武
鑑
と
い
う
の
は
今
で
い
う
紳
士
名

鑑
の
よ
う
な
も
の
で
、
江
戸
時
代
の
ロ

ン
グ
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

武
家
同
士
で
は
路
上
作
法
が
あ
っ
て
、

自
分
よ
り
格
上
の
人
が
来
た
と
き
に
は
、

道
の
脇
に
避
け
つ
つ
自
分
の
行
列
を
止

め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
。
そ
れ

で
仲
間

ち
�
う
げ
ん

（
武
家
に
従
っ
て
雑
務
に
当
た
っ
た
男
）

が
行
列
の
前
や
後
ろ
を
行
っ
た
り
来
た

り
し
て
偵
察
し
ま
し
た
。

江
戸
城
に
近
い
場
所
に
は
、
下
座
見

げ

ざ

み

と
い
う
門
番
の
下
役
が
待
機
し
て
い
て

「
何
何
様
、
お
通
り
〜
」
と
通
過
す
る

登
城
行
列
の
識
別
を
行
な
い
ま
し
た
。

家
格
や
役
職
に
応
じ
た
挨
拶
と
返
礼
を

行
な
う
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
た
め
、

い
ち
早
く
行
列
の
主
を
特
定
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
た
た
め
で
す
。
そ
れ
で
、
行

列
の
識
別
を
行
う
下
座
見
と
い
う
専
門

職
が
で
き
た
の
で
す
。
優
れ
た
下
座
見

は
、
遠
く
か
ら
で
も
一
瞥
し
た
だ
け
で
、

行
列
の
主
を
識
別
が
で
き
る
能
力
を
持

っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

将
軍
は
、
江
戸
城
内
の
大
奥
の
「
御

仏
間
」
で
毎
日
先
祖
に
礼
拝
す
る
ほ
か
、

江
戸
城
内
の
紅
葉
山
や
上
野
の
寛
永
寺

や
芝
の
増
上
寺
に
定
期
的
に
お
参
り
に

行
き
ま
し
た
。
将
軍
の
参
詣
時
に
は
随

行
す
る
武
家
が
一
気
に
集
ま
り
ま
す
。

行
き
違
っ
て
は
面
倒
な
の
で
、
横
道
に

逸
れ
て
や
り
過
ご
す
、
と
い
う
よ
う
な

方
法
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
、

行
列
の
主
を
識
別
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。

私
は
学
生
た
ち
と
『
江
戸
名
所
図
会
』

に
載
っ
て
い
る
大
名
行
列
を
「
こ
れ
は

誰
の
行
列
で
し
ょ
う
」
と
当
て
る
ク
イ

ズ
を
や
っ
た
り
し
ま
す
。
武
鑑
に
は
紋

た
み
た
い
で
す
。

20
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
「
と
て
も
き
れ

い
に
摺
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
と
、
文
字
も
読

め
な
い
ほ
ど
摺
り
が
悪
い
ペ
ー
ジ
の
違

い
は
何
な
の
だ
ろ
う
」
と
ず
っ
と
疑
問

に
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う

や
り
と
り
を
見
つ
け
て
謎
が
解
け
ま
し

た
。
版
元
は
相
手
か
ら
申
し
入
れ
が
あ

っ
て
、
手
間
賃
に
つ
い
て
折
り
合
い
が

つ
い
て
か
ら
彫
り
直
す
。
大
名
家
の
方

は
で
き
れ
ば
安
く
済
ま
せ
た
い
。
人
間

味
に
あ
ふ
れ
た
、
面
白
い
話
で
す
。

ま
た
新
し
い
情
報
を
補
う
た
め
に
、

例
え
ば
１
８
６
４
年
（
文
久
４
）
の
須
原

屋
茂
兵
衛
版
の
武
鑑
を
見
て
み
る
と
、

４
冊
で
１
セ
ッ
ト
の
『
文
久
武
鑑
』
で

年
５
回
、
前
述
し
た
「
略
武
鑑
」（
役
人

付
）
の
『
袖
玉
武
鑑
』
で
年
15
回
と
、

合
わ
せ
て
年
20
回
の
改
訂
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
頻
繁
に
改
訂
を
重
ね

る
武
鑑
を
そ
の
度
に
購
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
の
で
、
版
元
は
有
料
で
摺
り
替

え
の
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ

う
し
た
サ
ー
ビ
ス
は
、
得
意
客
と
の
関

係
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
も
役
立
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

武
鑑
に
掲
載
す
る
情
報
は
、
江
戸
城

の
下
馬

げ

ば

先さ
き

で
取
材
さ
れ
ま
し
た
。
主
人

が
城
で
用
事
を
済
ま
せ
て
い
る
間
に
、

お
供
の
者
は
下
馬
先
で
待
機
し
て
い
る

ん
で
す
が
、
そ
の
い
わ
ば
溜
ま
り
場
に

足
繁
く
通
っ
て
情
報
を
入
手
す
る
ん
で

す
。
中
に
は
情
報
を
得
た
け
れ
ど
、
途

中
で
人
事
が
変
更
に
な
っ
て
フ
ラ
イ
ン

グ
に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

藩
主
は
載
る
の
が
当
た
り
前
で
す
が
、

家
臣
な
ど
は
、
目
に
見
え
る
出
世
の
記

録
に
な
り
ま
す
か
ら
、
載
っ
た
ら
う
れ

し
い
も
の
な
の
で
す
。

18
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
武
家
の
身

分
は
お
金
を
出
せ
ば
買
え
る
よ
う
に
な

る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
村
の
名
主
の

家
の
長
男
と
か
が
家
を
継
が
ず
に
次
男

に
譲
っ
て
、
お
金
を
貯
め
て
御
家
人
株

を
買
う
。
そ
こ
で
頑
張
っ
て
旗
本
に
な

っ
て
役
職
に
就
く
と
、
武
鑑
に
名
前
が

大
き
く
載
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
す

る
と
う
れ
し
く
て
大
量
に
買
っ
て
親
戚

に
配
っ
た
り
し
た
ん
で
す
よ
。
滝
沢
馬

琴
も
、
元
は
武
家
の
家
系
な
ん
だ
け
れ

ど
途
中
か
ら
別
の
職
業
に
就
き
、
孫
を

武
家
に
し
よ
う
と
頑
張
る
ん
で
す
よ
ね
。

ま
た
、
今
も
そ
う
で
す
が
、
陳
情
を

す
る
と
き
に
は
、
大
臣
に
直
接
陳
情
す

る
こ
と
は
な
く
、
秘
書
官
に
訴
え
る
。

殿
様
が
誰
で
あ
る
か
よ
り
は
、〈
取
り

次
ぎ
〉
が
誰
で
あ
る
か
、
と
い
う
情
報

の
ほ
う
が
価
値
が
あ
る
ん
で
す
。

賄
賂
政
治
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
い

け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
の
つ

な
が
り
が
今
よ
り
濃
密
な
時
代
で
し
た

か
ら
、
知
り
合
い
の
口
利
き
で
状
況
が

変
わ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
社
会
で
し
た
か
ら
、
こ
う
い

う
情
報
が
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
需
要
に
応
え
た
の
が
武

鑑
で
す
。
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武鑑には、家紋はもとより槍先の形や飾りなど、識別するための
情報が事細かに掲載された。これらは版木に彫られ摺られたが、
小さい改変はブロック状に埋木され修正が加えられた。版木は摺
りを繰り返すとすり減ってくるが、新しく彫り直された箇所は鮮
明に摺られたので、印刷状態を見るだけで改変箇所がわかる。実
物が物語る、テキストデータだけでは得られない情報だ。

所
、
槍
の
数
や
槍
の
カ
バ
ー
の
形
や
色

と
い
っ
た
、
行
列
の
格
式
や
特
徴
を
表

わ
す
も
の
が
載
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
武

鑑
を
見
比
べ
る
と
絵
の
中
の
大
名
が
誰

か
、
推
測
が
つ
く
の
で
す
。

武
鑑
が
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
の

は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
識
別
」
の

た
め
の
ガ
イ
ド
役
を
し
て
く
れ
た
か
ら

で
す
。

武
鑑
に
は
２
６
０
の
大
名
家
が
掲
載

さ
れ
た
も
の
と
、
も
う
一
つ
は
幕
府
の

役
人
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
二

種
類
あ
り
ま
す
。

役
人
は
し
ょ
っ
ち
�
う
人
事
異
動
が

あ
る
ん
で
す
が
、
大
名
は
あ
ま
り
動
き

ま
せ
ん
か
ら
、
何
年
も
使
い
回
し
を
す

る
。
同
じ
版
木
を
何
回
も
使
う
の
で
、

劣
化
し
て
ほ
と
ん
ど
字
が
読
め
な
く
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
す
る
と
大
名
家

の
家
臣
の
ほ
う
か
ら
「
そ
ろ
そ
ろ
う
ち

の
殿
様
の
ペ
ー
ジ
の
版
を
新
し
く
し
て

も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
」
と
、
版

元
の
出
雲
寺
や
須
原
屋
に
申
し
入
れ
る

ん
で
す
ね
。
そ
の
際
「
こ
の
間
は
真
田

さ
ん
が
新
し
く
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

聞
い
て
み
た
ら
こ
の
値
段
で
や
っ
て
も

ら
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。
う
ち
も
、
そ

の
ぐ
ら
い
で
ど
う
に
か
な
り
ま
せ
ん

か
？
」
な
ど
と
い
っ
た
駆
け
引
き
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
版
元
も
「
真
田
さ
ん

は
文
字
数
が
少
な
か
っ
た
か
ら
あ
の
値

段
で
や
れ
た
け
ど
、
お
宅
の
場
合
は
…
」

と
な
か
な
か
シ
ビ
ア
な
取
り
引
き
だ
っ



武
鑑
の
出
版
と
販
売
の
権
利
を
持
っ

て
い
た
出
雲
寺
も
須
原
屋
も
、
最
初
か

ら
武
鑑
を
主
力
商
品
に
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
ほ
か
の
本
屋
か
ら
版
権
を

買
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
安
定
し

た
販
売
数
を
維
持
し
な
が
ら
、
巨
頭
二

頭
体
制
で
１
０
０
年
間
続
い
て
い
き
ま

し
た
。

近
代
印
刷
へ

明
治
に
な
っ
て
も
、
整
版
印
刷
は
し

ば
ら
く
残
る
ん
で
す
が
、
政
府
が
指
導

し
た
た
め
に
金
属
活
字
に
よ
る
印
刷
へ

と
急
速
に
移
行
し
て
い
き
ま
す
。

江
戸
時
代
の
人
に
と
っ
て
一
番
身
近

な
書
体
は
、
筆
で
書
い
た
も
の
を
版
木

で
表
現
し
た
も
の
で
し
た
。
崩
し
字
で

す
し
、
つ
な
げ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
活
字
に
な
っ
て
、
１
字
ず
つ
独

立
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
、
１

字
ず
つ
の
書
体
（
フ
ォ
ン
ト
）
研
究
が
進

み
ま
し
た
。

神
崎
正
誼
（
か
ん
ざ
き
ま
さ
よ
し
　
１
８
３

７
〜
１
８
９
１
年
）
と
い
う
人
は
、
１
８
７

６
年
（
明
治
９
）
こ
ろ
に
、
活
字
書
体
の

開
発
を
熱
心
に
行
な
い
ま
し
た
。
神
崎

は
、
肉
太
で
と
て
も
堂
々
と
し
て
い
て
、

き
れ
い
な
清
朝
活
字
を
つ
く
り
ま
し
た
。

ず
い
ぶ
ん
お
金
を
か
け
て
開
発
し
た
ん

で
す
が
、
高
価
で
あ
り
、
技
術
的
に
も

問
題
が
あ
っ
た
た
め
に
残
念
な
が
ら
あ

ま
り
普
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

印
刷
の
形
態
が
変
わ
る
こ
と
で
、
紙

も
和
紙
か
ら
洋
紙
に
転
換
し
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
近
代
印
刷
に

適
し
た
紙
、
と
い
う
条
件
に
、
和
紙
が

合
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
本
と
い
う
存
在
は
、
単
な

る
紙
の
魅
力
に
留
ま
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

彫
り
師
や
摺
り
師
が
か
か
わ
っ
た
手
技

の
魅
力
が
、
こ
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
紙
面
割
り
に
し
て
も
、
複
数
の
人

が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
魅
力
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
産
物
だ
か
ら
こ

そ
、
本
は
楽
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
つ
く
り
手
の
活
気
が
伝
わ
っ
て

き
ま
す
か
ら
。

私
は
、
本
が
作
者
だ
け
で
な
く
周
り

を
囲
ん
で
い
る
人
た
ち
の
話
し
合
い
の

成
果
だ
と
思
う
と
、
楽
し
く
な
り
ま
す
。

で
も
、
そ
う
い
う
風
に
本
を
受
け
取

っ
て
い
る
人
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
あ
く
ま
で
も
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家

と
か
直
木
賞
作
家
の
書
い
た
も
の
、
と

い
う
評
価
。
一
般
の
人
が
価
値
を
認
め

ら
れ
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
ブ
ッ
ク
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
名
前
ぐ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

〈
も
の
〉
に
し
か
語
れ
な
い
こ
と

国
立
国
会
図
書
館
を
は
じ
め
、
各
図

書
館
で
も
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
、
離
れ

て
い
て
も
資
料
の
中
身
を
閲
覧
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
逆
に
デ
ジ
タ
ル

情
報
に
な
っ
た
こ
と
で
現
物
資
料
の
閲

覧
を
停
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
は
資
料
の
公
開
促
進
、
資
料
の
保

存
と
い
う
面
か
ら
は
と
て
も
良
い
こ
と

な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
人
々
か
ら
〈
も

の
〉
自
体
が
離
れ
て
い
く
こ
と
が
危
惧

さ
れ
ま
す
。

原
本
に
触
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ

と
も
あ
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
整
版
印
刷
の
場
合
、
版
木

を
全
部
彫
り
直
す
の
は
大
変
な
の
で
、

埋
木
と
い
っ
て
修
正
部
分
に
新
た
な
木

片
を
埋
め
込
ん
で
、
そ
こ
だ
け
彫
り
直
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し
ま
し
た
。
ほ
か
に
比
べ
て
鮮
明
に
印

刷
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
埋
木
で
あ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
こ
だ
け
拾
っ
て
い
っ
て

も
読
み
取
れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

武
鑑
で
は
墨
の
濃
淡
に
差
が
あ
る
所

を
見
つ
け
て
い
け
ば
、
人
事
異
動
や
な

に
が
し
か
の
変
更
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
ほ
ど
で
す
。
さ
ら
に
、
版

面
を
じ
っ
く
り
見
て
い
ま
す
と
、
細
か

く
一
字
一
字
修
正
し
た
の
で
は
な
く
、

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
差
し
替
え
て
い
る
こ
と

ま
で
わ
か
り
ま
す
。

本
へ
の
愛
着
を
育
て
る
こ
と
が
、
和

紙
の
活
用
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
現
代
の
本
へ
の
愛
着
が
あ
れ
ば
、

和
装
本
へ
の
移
行
は
比
較
的
簡
単
な
よ

う
に
思
い
ま
す
。
作
家
さ
ん
な
ど
に

「
和
紙
に
印
刷
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い

う
要
望
を
し
て
も
ら
う
の
も
効
果
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
復
刻
は
あ
り
ま

す
け
れ
ど
、
新
作
は
な
か
な
か
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
。

う
ち
の
学
生
は
読
書
好
き
、
活
字
好

き
で
す
。
高
校
生
ま
で
は
少
数
派
で
肩

身
の
狭
い
思
い
を
す
る
ら
し
い
で
す
。

そ
れ
が
大
学
に
入
っ
て
、〈
も
の
〉
に

語
ら
せ
る
楽
し
さ
が
わ
か
る
人
、
友
だ

ち
に
出
会
う
と
、
心
が
解
放
さ
れ
る
。

こ
の
経
験
は
、
一
生
の
宝
物
に
な
る
は

ず
で
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
26
日

多くは桜の木に彫る

柱刻

柱

版木
橋口侯之介著『和本入門』（平凡社 2005）をもとに編集部で作図


