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§
職
人
仕
事
に
目
を
向
け
る 

江
戸
時
代
の
和
本
の
装
訂
は
、
楮
紙
を
用
い
た
袋

ふ
く
ろ

綴と
じ

が
大
半
で
あ
る
。
九
割
方
そ

う
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
残
り
の
一
割
は
異
な
っ
た
装
訂
法
で
つ
く
ら
れ

る
。
巻
子
本

か
ん
す
ぼ
ん

も
相
変
わ
ら
ず
存
在
し
た
し
、
糊
だ
け
で
綴
じ
る
粘
葉
装

で
っ
ち
ょ
う
そ
う

も
あ
っ
た
。

鎌
倉
時
代
以
来
の
息
の
長
い
優
雅
な
製
本
で
あ
る
列
帖
装

れ
つ
じ
ょ
う
そ
う

（
綴
葉
装

て
つ
よ
う
そ
う

）
や
、
今
で

も
読
経
に
使
わ
れ
る
折
本

お
り
ほ
ん

、
書
画
な
ど
の
掛
け
軸
（
幅
物
）
か
ら
錦
絵
、
俳
諧
の
歳

旦
、
地
図
な
ど
の
一
枚
物
、
畳
み
物
も
加
わ
る
。
そ
う
考
え
る
と
一
割
以
上
の
多
さ

と
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。 

和
本
を
扱
う
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
に
仕
上
げ
る
こ
と
を
あ
え
て
「
装
訂
」
と
い

う
こ
と
に
し
て
い
る
。
現
代
の
出
版
界
で
は
「
装
丁
」
と
い
い
、
人
に
よ
っ
て
は
「
装

幀
」
と
も
書
く
。
一
部
に
「
装
釘
」
と
い
う
文
字
を
用
い
る
人
も
い
る
。 

長
澤
規
矩
也
『
図
書
学
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
釘
」
は
明
治
期
の
製
本
職
人
に
よ

る
誤
用
で
、
金
属
を
使
わ
な
い
和
本
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
「
幀
」
は
〈
ト
ウ
〉

で
あ
っ
て
、
絹
な
ど
を
装
す
る
こ
と
か
ら
来
て
お
り
、
軸
物
な
ど
を
表
装
す
る
場
合

に
は
用
い
て
も
よ
い
が
、
書
物
に
は
使
わ
な
い
。 

丁
は
訂
の
略
字
で
、
装
丁
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
国
語
審
議
会
で
昭

和
三
十
年
代
に
「
同
音
の
漢
字
に
よ
る
書
き
か
え
」
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
ら
し

い
。
つ
ま
り
、
本
来
は
「
装
訂
」
な
の
で
あ
る
。 

現
在
の
書
籍
で
い
わ
れ
て
い
る
一
般
的
な
「
装
丁
」
と
い
う
の
は
、
カ
バ
ー
や
表

紙
の
デ
ザ
イ
ン
、
色
の
決
定
、
紙
質
の
採
用
な
ど
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
仕
事
だ
。
製
本
そ

の
も
の
、
あ
る
い
は
綴
じ
る
こ
と
ま
で
は
仕
事
に
入
ら
な
い
。
し
か
し
装
訂
の
本
来

の
意
味
は
、
む
し
ろ
製
本
を
含
め
た
仕
立
て
ま
で
含
む
用
語
で
あ
る
。 

 §
奈
良
時
代
の
経
師 

和
本
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
に
仕
上
げ
る
の
は
、
多
く
職
人
仕
事
だ
っ
た
。
今
回
は

そ
ん
な
装
訂
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
職
人
と
し
て
古
代
・
中
世
の
経
師
（
き
ょ
う
し

、
、
、
、
、、

ま
た
は
き
ょ
う
じ

、
、
、
、
）
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
の
時
代
の
仕
事
が
、
近
世
の

盛
ん
な
書
物
文
化
を
生
み
出
し
、
ひ
い
て
は
現
代
の
書
籍
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い

る
か
ら
だ
。 

写
経
が
朝
廷
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
奈
良
時
代
、
写
経
さ
れ
た
も
の
を
巻
子
本

に
仕
立
て
る
工
人
を
装
潢

そ
う
こ
う

手
と
い
っ
た
。
こ
の
語
は
平
安
時
代
以
降
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
た
め
、
現
在
で
は
知
る
人
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
料
紙
を
整
え
て
製

本
す
る
こ
と
を
「
装
」
と
い
い
、
紙
を
染
め
る
こ
と
を
「
潢こ

う

」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら

来
て
い
る
。
経
典
を
白
紙
に
書
く
こ
と
は
忌
避
さ
れ
て
い
た
の
で
、
料
紙
は
必
ず
色

で
染
め
た
。
大
半
は
黄
蘖

き

は

だ

な
ど
で
染
め
る
黄
色
系
の
紙
で
、
そ
れ
を
用
意
し
た
の
が

エ
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天平の香りがする古写経。『大般若波羅密多経 巻第三六』。今でも古

書市場にしばしば出品されてくる 

装
潢
手
だ
っ
た
。

令
制
で
は
〈
手
〉

を
つ
け
る
が
、
し

だ
い
に
こ
の
工

人
自
体
を
た
だ

装
潢
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
る
。
従
七

位
程
度
の
地
位

が
あ
っ
た
。 

紙
は
ス
ム
ー

ズ
に
書
け
る
よ

う
に
光
沢
を
出

す
が
、
そ
の
方
法

は
「
紙
を
黏ね

や

す
」

と
い
っ
て
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
の
よ
う
な
粘
液
を
引
い
て
湿
ら
せ
、
そ
れ
を
砧

き
ぬ
た

で
叩
い
て

い
く
打
紙

う
ち
が
み

の
工
程
だ
っ
た
。
そ
の
根
気
の
い
る
仕
事
も
装
潢
が
担
っ
た
。
さ
ら
に
そ

の
紙
を
定
め
ら
れ
た
寸
法
に
截
ち
切
り
、
界
線
と
呼
ば
れ
る
文
字
を
書
き
入
れ
る
た

め
の
枠
を
引
く
と
こ
ろ
ま
で
お
こ
な
っ
て
か
ら
経
を
書
く
写
書
手
に
供
す
る
。 

写
書
手
（
経

生

き
ょ
う
し
ょ
う

、
書
生
と
も
い
う
）
は
こ
の
貴
重
な
紙
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
に
慎

重
に
間
違
い
な
く
経
文
を
書
い
て
い
く
。
天
平
の
頃
、
最
盛
時
に
は
年
間
一
万
巻
を

超
え
る
量
の
写
経
が
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
間
違
い
が
な
か
っ
た
そ

う
だ
。 

そ
れ
で
も
人
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。
誤
字
も
出
る
。
そ
う
い
う
校
勘
を
す
る
者
を

校
生
（き
ょ
う

、
、
、

し
ょ
う

、
、
、

と
読
む
と
思
う
）
と
い
い
、
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
写
書
手
七
人
に

対
し
て
装
潢
手
一
人
、
校
生
一
人
が
つ
い
た
と
い
う
。
そ
れ
で
見
つ
か
る
と
一
字
書

き
落
し
た
ら
一
文
、
一
行
飛
ば
し
て
し
ま
う
と
二
十
文
、
誤
字
は
五
字
に
つ
き
一
文

と
い
う
罰
金
が
あ
っ
た
。
「
正
倉
院
文
書
」
が
残
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
で
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
罰
金
は
見
つ
け
た
校
生
が
も
ら
え
る
仕
組
み
だ
っ
た
そ
う

だ
。
こ
の
校
正
を
二
度
す
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。 

奈
良
時
代
は
仏
像
を
つ
く
る
仏
師
に
対
し
て
写
経
す
る
者
を
経
師
と
い
い
、
広
義

に
は
書
写
、
校
生
、
装
潢
を
含
め
て
経
師
と
い
っ
た
。
「
正
倉
院
文
書
」
で
は
彼
等

が
団
結
し
て
待
遇
改
善
の
要
求
を
し
た
こ
と
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

書
き
あ
が
っ
た
写
経
は
、
題
師
と
呼
ば
れ
る
上
級
の
経
師
に
よ
っ
て
題
が
書
か
れ

る
と
再
び
装
潢
の
元
に
送
ら
れ
る
。
装
潢
は
料
紙
を
貼
り
合
わ
せ
て
軸
に
巻
き
、
表

紙
を
つ
け
て
い
く
。
製
本
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
完
成
す
る
。 

 §
中
世
の
経
師 

平
安
時
代
に
な
る
と
経
師
は
、
朝
廷
所
属
の
工
人
か
ら
在
俗
の
職
人
に
な
り
、
京

の
町
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
十
一
世
頃
か
ら
摺す

り

経
き
ょ
う

と
い

う
経
文
の
印
刷
が
始
ま
る
こ
と
と
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
に
入
っ

て
も
写
経
は
盛
ん
で
、
と
く
に
供
養
の
た
め
に
大
量
の
経
を
奉
納
す
る
習
慣
が
あ
っ

た
。
そ
れ
に
印
刷
し
た
経
を
加
え
る
よ
う
に
な
る
の
が
摺
経
で
、
そ
の
装
訂
は
巻
子
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春日版『大般若波羅密多経 巻第三九六』から。

上は継ぎ目に文字が乗っている個所。 

下は乗っていないところ 

本
か
折
本
な
の
で
、
料
紙
を
提
供
し
、
糊
で
継
ぐ
技
術
を
持
っ
た
経
師
に
需
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。 

鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
も
経
師
の
仕
事
は
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ
、
南
都
の
興
福
寺

が
出
す
経
典
印
刷
物
（
春
日
版
）
に
お
い
て
も
装
訂
の
仕
事
を
担
っ
た
。
こ
の
春
日

版
も
随
分
作
ら
れ
た
と
み
え
て
、
今
で
も
古
書
市
場
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。
鎌
倉

時
代
に
彫
ら
れ
た
「
大
般
若
経
」
な
ど
は
今
で
も
大
量
の
板
木
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
近
世
ま
で
何
度
も
刷
る
の
で
残
存
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、
い
つ
刷
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
経
師
の
仕
事
だ
と
わ
か
る
特
殊
な
技

法
が
見
ら
れ
る
。
装
訂
が
巻
物
・
折
本
の
ほ
か
に
両
面
刷
り
の
粘
葉
装

で
っ
ち
ょ
う
そ
う

だ
っ
た
こ
と

か
ら
、
い
ず
れ
も
糊
を
使
っ
た
職
人
仕
事
で
あ
る
こ
と
と
、
さ
ら
に
紙
を
先
に
継
い

で
お
い
て
か
ら
刷
る
「
ま
き
摺
り
」
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
こ
と
だ
。 

ふ
つ
う
木
版
で
刷
る
と
き
は
一
枚
の
料
紙
ご
と
に
行
な
い
、
刷
り
上
っ
た
も
の
を

順
番
に
並
べ
て
糊
で
継
い
で
い
く
方
法
を
と
る
。
し
か
し
、
中
世
以
来
の
寺
院
版
で

は
逆
で
、
あ
ら
か
じ
め
継
紙
を
し
て
お
い
て
か
ら
刷
る
と
い
う
工
程
で
あ
る
。
糊
の

継
ぎ
目
の
上
に
紙
を
ま
た
が
っ
て
文
字
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
の
で
あ

る
。
上
図
の
よ
う
に
左
か
ら
三
行
目
の
紙
の
継
ぎ
目
の
上
に
文
字
が
乗
っ
て
い
る
。 

た
だ
し
全
長
十
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
な
る
「
大
般
若
経
」
の
一
巻
分
を
す
べ
て
継

い
で
か
ら
刷
る
の
で
は
な
い
こ
と
も
肝
心
で
あ
る
。
今
手
元
に
あ
る
本
で
見
る
か
ぎ

り
、
料
紙
は
お
お
む
ね
一
枚
の
幅
が
五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
を
六
枚
貼
り

合
わ
せ
る
と
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
継
い
で
お
い
て
か
ら
板
木
を

あ
て
て
刷
る
の
で
あ
る
。
継
ぎ
目
に
文
字
が
乗
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
五
、
六
枚
ご

と
に
出
て
く
る
。
そ
れ
を
三
回
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
丈
半
ほ
ど
の
長

さ
の
継
紙
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
い
て
刷
り
、
最
後
に
一
巻
す
べ
て
を
貼
り
合

わ
せ
て
出
来
あ
が
る
方
法
な
の
で
あ
る
。 

現
存
す
る
春
日
版
の
板
木
は
お
お
む
ね
八
〇
か
ら
百
セ
ン
チ
の
幅
で
あ
る
。
紙
の

長
さ
に
も
よ
る
が
、
一
枚
の
料
紙
に
一
枚
の
板
木
で
寸
法
が
合
う
と
い
う
形
で
は
な
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い
。
板
木
面
と
紙
は
ず
れ
て
い
く
の
だ
。
こ
れ
は
折
本
の
と
き
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、

日
本
の
経
師
独
特
の
技
法
と
思
わ
れ
る
。 

中
国
の
場
合
、
冊
子
（
胡
蝶
装
）
の
宋
版
は
一
枚
の
料
紙
に
一
枚
の
板
木
で
刷
ら

れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
宋
版
経
（
摺

本

し
ょ
う
ほ
ん

＝
中
国
の
折
本
）
で
も
紙
の
継
ぎ

目
に
文
字
が
乗
る
こ
と
は
な
い
。 

 §
経
師
と
表
具
師
の
違
い 

こ
の
経
師
の
仕
事
は
高
野
山
で
も
盛
ん
に
な
り
、
中
世
を
通
し
て
さ
ら
に
各
地
の

寺
社
で
の
印
刷
に
か
か
わ
っ
て
い
く
。 

こ
れ
に
対
し
て
臨
済
宗
で
お
こ
っ
た
五
山
の
仕
事
は
別
で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
に

は
元
の
刻
工
が
来
日
し
て
中
国
の
仕
様
で
板
木
を
彫
っ
た
の
が
五
山
版
で
あ
る
。
紙

一
葉
ご
と
に
刷
る
だ
け
で
な
く
、
板
木
に
版
心
を
つ
け
て
書
名
や
丁
数
、
折
り
目
の

目
安
記
号
を
入
れ
る
版
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
五
山
の
仕
事
を
請
け
た
職

人
は
経
師
と
は
別
系
統
の
人
た
ち
だ
っ
た
と
想
像
す
る
。
江
戸
時
代
の
版
本
は
、
む

し
ろ
こ
ち
ら
の
系
統
か
ら
発
し
た
職
人
に
よ
っ
て
製
本
さ
れ
た
。
後
の
袋
綴
が
普
及

す
る
の
は
室
町
時
代
も
だ
い
ぶ
進
ん
で
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、
糸
で
綴
じ
て
糊
を
使

わ
な
い
本
職
人
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
続
く
の
だ
。 

そ
れ
に
対
し
て
経
師
は
、
江
戸
時
代
に
は
暦
の
発
行
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
京
暦

や
江
戸
暦
は
経
師
の
元
締
め
の
役
割
を
果
た
し
た
大
経
師
か
ら
独
占
的
に
発
売
さ
れ

て
い
た
し
、
折
本
の
形
態
を
し
た
伊
勢
暦
も
経
師
系
の
仕
事
で
あ
る
。
中
世
末
か
ら

し
だ
い
に
盛
ん
に
な
る
掛
け
軸
の
表
装
に
も
か
か
わ
っ
た
の
で
、
現
在
で
も
幅
物
の

仕
立
て
を
す
る
店
を
経
師
屋
と
い
う
。
も
っ
と
も
掛
け
軸
は
、
表
具
師
と
い
わ
れ
る

表
装
を
す
る
職
人
が
別
に
あ
り
、
襖
や
障
子
に
も
か
か
わ
っ
て
き
て
、
そ
れ
も
現
在

に
い
た
っ
て
い
る
。
近
世
の
初
め
に
表
具
師
が
巻
物
を
つ
く
る
と
使
い
物
に
な
ら
ず
、

逆
に
経
師
屋
の
襖
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
と
い
わ
れ
た
り
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
者
に

は
微
妙
に
技
術
の
差
が
あ
っ
た
。 

感
心
す
る
の
は
、
今
で
も
残
存
す
る
古
代
・
中
世
の
巻
子
の
経
典
は
継
紙
が
い
ず

れ
も
し
っ
か
り
接
着
し
て
い
る
こ
と
だ
。
千
年
経
っ
て
も
は
が
れ
ず
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
江
戸
時
代
の
巻
物
や
折
帖
、
地
図
の
中
に
は
継
ぎ
目
の
糊
が

は
が
れ
て
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
和
装
本
は
、
虫
が
つ

く
こ
と
も
あ
る
の
で
糊
は
最
小
限
に
す
る
。
表
紙
の
題
簽
な
ど
は
糊
を
極
力
薄
く
し

て
貼
る
く
ら
い
だ
。 

こ
れ
は
経
師
の
糊
の
使
い
方
に
秘
密
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。
今
後
、
さ
ら
に
追
究

し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
が
、
古
代
の
糊
の
成
分
や
貼
り
方
を
知
り
た
い
も
の
で

あ
る
。 

 ❂
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な
お
、
拙
文
は
「古
書
通
信
」誌
上
で
も
連
載
し
て
い
る
の
で
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 


