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は
し
が
き

近
世
に
は
書
物
を
読
む
こ
と
の
で
き
る
人
々
が
庶
民
に
ま
で
広
が
っ
た
。
こ
の
事
は
広
く
知
れ
渡
っ
た
事
実
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
説
か
れ
る
よ
う
に
農
村
部
に
ま
で
及
ぶ
寺
子
屋
教
育
の
普
及
即
ち
庶
民
の
学
び
、
併
せ
て
出
板
文
化
の

発
達
が
あ
っ
た
。「
呵し

か

ら
れ
て
親
父
の
読
め
ぬ
本
を
読
み
」（『
武
玉
川
・
十
二
』）
と
あ
る
の
は
、
仮
名
書
き
の
春
本
を
読
ん

で
𠮟
ら
れ
た
の
で
、
親
父
の
読
め
な
い
漢
字
真
名
本
に
取
り
替
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
子
の
世
代
を
越
え

た
識
字
率
の
高
ま
り
、
ま
た
出
板
文
化
の
進
歩
で
種
々
色
々
の
読
物
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
本
書

は
こ
の
よ
う
に
推
移
発
展
す
る
江
戸
時
代
265
年
間
に
、
読
者
と
貸
本
屋
の
問
題
を
設
定
し
て
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

大
略
の
見
取
り
図
を
描
け
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

当
初
、
書
物
を
読
む
人
々
は
、
身
近
に
写
本
・
板
本
・
一
枚
物
等
の
書
物
を
備
え
て
い
て
、
生
活
の
知
識
や
知
恵

を
学
び
取
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
既
に
知
識
や
技
術
を
重
宝
便
利
と
す
る
社
会
基
盤
が
到
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
日
常
生
活
に
必
要
な
習
俗
や
作
法
、
世
の
中
を
生
き
抜
く
た
め
の
経
世
法
、
あ
る
い
は
お
互
い
の
礼
儀
や
教

養
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
知
識
や
技
術
を
合
理
的
に
獲
得
し
て
生
活
に
生
か
す
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
に
は
自
学
自
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
学
習
媒
体
と
し
て
、
最
も
効
用
性
の
高
い
優

れ
物
の
書
物
は
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
地
域
や
時
代
を
超
え
て
現
代
に
も
続
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
書
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物
は
伝
統
的
に
尊
ば
れ
大
切
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
。
い
く
ら
種
々
の
媒
体
が
進
化
し
て
も
、
そ
の
基
底
に
は

必
ず
文
字
で
書
い
た
書
物
形
式
の
物
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
写
本
や
出
板
文
化
が
隆
盛
す
る
中
で
、
庶
民
が
読
書
の
有
り
難
さ
を
覚
え
る
と
、
一
方
で
は
道
学
者
や
実

学
者
の
説
く
書
物
は
面
倒
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
。
道
徳
書
や
教
養
書
、
実
学
書
ば
か
り
を
堅か

た

肘ひ
じ

張
っ
て
読
む
よ
り
面

白
さ
や
珍
奇
さ
に
満
ち
溢
れ
た
書
物
を
読
む
方
が
取
り
つ
き
易
い
の
で
あ
る
。
世
の
中
の
ま
だ
知
ら
な
い
書
物
を
見
付

け
て
読
む
方
が
楽
し
い
の
で
あ
る
。
読
ん
で
は
な
ら
な
い
と
禁
止
さ
れ
て
い
る
書
物
を
読
ん
で
悦
に
入
る
方
が
嬉
し
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
庶
民
の
興
味
や
慰
み
の
読
書
に
目
を
付
け
た
の
が
貸
本
屋
の
誕
生
と
発
展
の
原
動
力
で
あ
っ
た
。
則
ち
、

庶
民
読
者
の
興
味
を
そ
そ
り
、
見
た
こ
と
の
な
い
世
界
や
名
所
旧
跡
へ
連
れ
出
す
書
物
、
隠
さ
れ
た
秘
密
や
真
相
を
解

き
明
か
す
書
物
、
便
利
性
に
満
ち
た
生
活
実
用
書
を
、
そ
の
時
点
で
す
ぐ
に
調
え
て
手
元
に
届
け
る
の
が
貸
本
屋
な
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
の
多
く
は
大
切
に
身
辺
に
備
用
す
る
に
及
ば
ず
、
読
み
流
し
て
事
は
済
む
。
そ
し
て
貸
本
屋
は

読
者
に
対
応
し
て
利
益
を
得
る
方
法
を
色
々
に
企
て
る
。
書
物
の
流
通
で
読
者
に
最
も
身
近
な
の
が
貸
本
屋
で
あ
る
。

慰
み
や
興
味
で
読
書
す
る
大
衆
読
者
の
存
在
が
あ
れ
ば
、
営
利
を
目
的
と
す
る
出
板
業
者
が
そ
れ
を
見
過
ご
す
は

ず
は
な
く
、
読
ん
で
楽
し
い
娯
楽
読
物
を
積
極
的
に
製
作
販
売
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
重

じ
ゅ
う

板は
ん

（
海

賊
版
）
類る
い
は
ん板

（
類
似
版
）
の
製
作
販
売
を
み
れ
ば
理
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
何
も
出
板
業
者
に
独
占
さ
せ
な
く

て
も
、
読
者
の
嗜
好
を
熟
知
し
て
い
る
貸
本
屋
の
方
が
面
白
い
本
を
作
る
こ
と
が
出
来
、
利
益
が
得
ら
れ
る
こ
と
を

認
知
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
貸
本
屋
の
出
板
は
娯
楽
読
物
の
幅
を
広
げ
、
多
様
さ
を
増
し
、
平
易
さ
低
俗
化

を
増
し
、
書
物
形
態
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
。
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はしがき

こ
の
こ
と
を
文
学
史
上
に
概
観
す
れ
ば
、
本
書
31
頁
以
降
に
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
当
初
教
化
啓
蒙
を
基
本
と

し
た
仮
名
草
子
か
ら
、
次
に
少
し
余
裕
の
で
き
た
町
人
読
者
を
対
象
に
し
た
浮
世
草
子
に
な
り
、
少
し
上
級
読
者
向

け
の
読
本
に
な
り
、
江
戸
時
代
中
後
期
に
も
な
る
と
幅
広
く
庶
民
読
者
を
対
象
に
し
た
滑
稽
本
・
洒
落
本
・
黄
表

紙
・
合
巻
・
人
情
本
な
ど
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
冊
数
も
仮
名
草
子
の
大
本
10
巻

10
冊
前
後
か
ら
浮
世
草
子
や
読
本
の
半
紙
本
五
巻
5
冊
前
後
に
な
り
、
黄
表
紙
の
中
本
5
丁
1
冊
は
合
巻
に
な
り
、

洒
落
本
の
小
本
1
冊
な
ど
書
形
も
取
り
扱
い
や
す
く
読
み
や
す
く
小
型
本
に
な
る
。
多
く
は
彩
色
の
絵
表
紙
を
つ
け

て
購
買
者
の
目
に
付
く
よ
う
に
し
た
。
内
容
は
興
味
本
位
に
大
笑
い
す
る
慰
み
物
、
軽
薄
な
読
物
ば
か
り
に
な
っ
た

か
と
言
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
世
の
中
の
問
題
を
裏
返
し
て
痛
烈
に
突
い
た
作
品
も
少
な
く
な
い
。
江
戸
時
代
で
も

読
者
は
多
種
多
樣
で
勝
手
気
ま
ま
で
移
り
気
が
あ
り
、
好
色
本
等
に
耽
り
一
人
笑
い
に
興
じ
て
い
て
も
そ
れ
に
は
終

ら
ず
、
魅
力
に
満
ち
た
書
物
を
常
時
漁あ

さ

り
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
読
者
の
本
性
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
、
興
味
津し

ん
し
ん々

と
面
白
く
読
み
進
ま
せ
る
中
で
、
人
間
の
在
り
方
や
考
え
方
、
悪
に
対
し

て
決
し
て
負
け
ず
道
義
に
も
と
づ
い
て
戦
い
、
問
題
解
決
を
は
か
る
人
物
を
設
定
し
て
提
供
し
た
の
が
曲
亭
馬
琴
の

読
本
で
あ
っ
た
。
彼
の
方
法
は
江
戸
の
武
家
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
地
方
の
読
者
に
も
受
け
入
れ

ら
れ
、
貸
本
屋
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
読
物
と
な
っ
て
愛
読
さ
れ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
馬
琴
の
読
者
に
は
好
色

本
の
読
者
も
、
馬
琴
が
無
学
と
軽
侮
し
た
為
永
春
水
の
人
情
本
の
読
者
も
い
る
。

本
書
で
は
長
い
間
考
え
て
き
た
文
学
史
上
に
お
け
る
貸
本
屋
の
役
割
を
、
こ
う
し
て
少
し
は
明
ら
か
に
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。



（4）

本
書
は
、
昭
和
60
年
（

1985
）
小
著
『
本
の
あ
る
風
景
（
こ
つ
う
豆
本
70
）
』（
日
本
古
書
通
信
社
）
を
第
一
部
と
し
、

2021
年

6
月
藤
本
幸
夫
氏
編
『
書
物
・
印
刷
・
本
屋

―
日
中
韓
を
め
ぐ
る
本
の
文
化
史
』（
勉
誠
出
版
）
に
掲
載
さ
れ
た
拙

稿
「
貸
本
屋
の
横
顔
」
を
「
近
世
貸
本
屋
の
展
開
」
と
改
題
第
二
部
と
し
、
ど
ち
ら
も
字
数
制
限
が
な
く
な
っ
た

の
で
大
幅
に
増
補
改
訂
し
た
。
新
稿
「
馬
琴
の
書
物
探
索
と
貸
本
領
域
」
を
第
三
部
と
し
、『
江
戸
時
代
の
貸
本
屋

―
庶
民
の
読
書
熱
、
馬
琴
の
創
作
を
支
え
た
書
物
流
通
の
拠
点
』
と
し
て
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
昭
和
57
年
（

1982
）『
近
世
貸
本
屋
の
研
究
』
以
来
、
貸
本
屋
や
書
物
に
関
係
す
る
事
柄
は
後
掲
の
拙
著
等
に

あ
れ
こ
れ
記
し
て
き
て
お
り
、
重
複
を
避
け
る
こ
と
を
心
掛
け
な
が
ら
も
、
本
書
を
独
立
し
て
通
読
で
き
る
よ
う
に

配
慮
し
た
た
め
、
必
要
な
範
囲
で
の
重
複
が
あ
る
。
そ
の
主
な
関
連
拙
著
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
近
世
貸
本
屋
の
研
究
』（
東
京
堂
出
版 

昭
和
57
年
〈

1982
〉。

1997
年
5
刷
）

『
近
世
の
読
書
』（
日
本
書
誌
学
大
系
52 

青
裳
堂 

昭
和
62
年
）

『
浄
瑠
璃
本
出
版
の
研
究
』（
東
京
堂
出
版 

1999
年
）

『
江
戸
時
代
の
書
物
と
読
書
』（
東
京
堂
出
版 

2001
年
。

2002
年
3
刷
）

『
江
戸
時
代
の
図
書
流
通
』（
思
文
閣
出
版 

2002
年
。

2005
年
3
刷
）

『
江
戸
庶
民
の
読
書
と
学
び
』（
勉
誠
出
版 

2017
年
。
同
年
2
刷
）

2023
年
3
月
31
日

長
友
千
代
治


