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江
戸
時
代
の
本
屋
は
、
出
版
の
ほ
か
卸
売
販
売
や
新
刊
書
の
小
売
を
し
、
さ
ら
に
古
本
の
売
買
や
貸
本
も
行
な
っ
て
い
た
。

現
代
で
は
、
出
版
社
、
取
次
、
新
刊
書
店
、
古
書
店
が
別
々
に
存
在
す
る
が
、
江
戸
時
代
は
一
軒
で
本
に
関
す
る
何

も
か
も
こ
な
し
て
い
た
の
だ
。

そ
の
中
で
古
本
部
門
の
仕
事
は
重
要
だ
っ
た
。
そ
れ
を
証
明
す
る
本
屋
自
身
の
業
務
日
誌
と
い
う
べ
き
も
の
が
残

さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
京
都
の
風
月
と
い
う
名
門
の
本
屋
、
も
う
一
つ
は
江
戸
の
慶
元
堂
の
隠
居
が
残
し
た
記
録

だ
。
ど
ち
ら
も
質
の
高
い
出
版
物
を
出
し
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
店
で
あ
る
。

日
記
を
見
て
い
く
と
、
編
集
や
制
作
と
い
っ
た
出
版
の
仕
事
も
こ
な
し
て
い
る
が
、
実
は
仕
事
の
大
半
が
古
本
に

か
ん
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
わ
か
る
。
風
月
の
日
記
は
、
明
和
九
年
か
ら
安
永
二
年
ま
で
の
間
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る

が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
尾
張
藩
が
藩
校
の
開
設
に
向
け
て
本
の
収
集
を
始
め
て
い
た
。
豊
後
の
佐
伯
藩
、
若
狭

さ

い
き

の
小
浜
藩
も
盛
ん
に
本
を
集
め
て
い
た
。
い
ず
れ
も
優
れ
た
蔵
書
で
知
ら
れ
た
藩
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
む
け
て
大
量

の
本
を
納
め
て
い
た
こ
と
が
日
記
の
中
に
毎
日
の
よ
う
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
金
額
も
大
き
く
、
三
、
四
日
ご
と

に
数
十
両
の
送
金
が
あ
り
、
日
記
に
具
体
的
な
数
字
が
出
て
い
る
だ
け
で
も
年
間
に
す
る
と
現
代
の
価
値
で
数
千
万

円
に
匹
敵
す
る
売
り
上
げ
が
あ
っ
た
。
実
際
は
こ
の
数
倍
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

当
時
の
藩
校
の
学
問
は
儒
学
だ
っ
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
は
漢
籍
で
あ
る
。
そ
れ
も
唐
本
が
多
か
っ
た
。
こ
の
納
本

の
た
め
に
、
そ
の
頃
、
京
都
の
町
で
頻
繁
に
開
か
れ
て
い
た
古
書
の
市
場
か
ら
仕
入
れ
て
い
た
。
長
崎
か
ら
入
る
新

渡
り
の
唐
本
は
、
そ
の
専
門
店
が
別
に
あ
っ
た
の
で
、
風
月
は
専
ら
古
本
で
集
め
た
の
で
あ
る
。
店
主
だ
け
で
な
く

番
頭
・
手
代
た
ち
に
も
手
分
け
し
て
市
に
行
か
せ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
中
頃
で
、
こ
の
大
き
な
取
引
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
流
通
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
蔵
に
は
大
量
の
本
が
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
、
店
員
た
ち
が
手
分
け
し
て
現
物
と
帳
簿
の
引
き
合
わ
せ
を
す
る

様
子
も
日
記
に
は
詳
し
い
。
出
版
だ
け
で
は
と
て
も
そ
ん
な
収
益
は
上
げ
ら
れ
な
い
。

江
戸
の
慶
元
堂
の
日
記
で
も
、
隠
居
と
は
い
え
精
力
的
に
仕
事
を
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
や
は
り
そ
の
大

半
は
古
本
の
売
買
で
あ
る
。
頻
繁
に
本
屋
を
回
っ
て
、
い
わ
ば
セ
ド
リ
も
し
て
い
た
。
中
に
は
あ
る
買
い
取
り
で
宋

版
の
『
爾
雅
注
疏
』
を
手
に
入
れ
た
。
そ
れ
を
大
事
に
繕
い
な
が
ら
息
子
の
店
を
通
し
て
ど
こ
か
に
納
本
し
た
よ
う

だ
。
同
じ
よ
う
に
し
て
入
手
し
た
五
山
版
は
狩
谷
棭
斎
に
売
っ
た
。
当
時
書
物
奉
行
だ
っ
た
近
藤
重
蔵
を
は
じ
め
、

棭
斎
な
ど
の
収
書
家
た
ち
と
の
つ
き
あ
い
も
古
書
を
通
し
て
深
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
の
「
先
祖
」
で
あ
る
江
戸
時
代
の
本
屋
は
、
む
し
ろ
古
本
が
生
業
の
中
心
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
こ

な
す
こ
と
で
、
本
全
体
に
目
を
肥
や
す
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
彼
ら
が
流
通
さ
せ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、

今
日
ま
で
和
本
が
よ
く
残
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
和
本
を
将
来
に
伝
え
い
く
私
た
ち
の
仕
事
も
重
要
で
あ
る
。
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