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§
和
本
に
は
格
の
違
い
が
あ
っ
た 

江
戸
時
代
の
本
屋
と
い
う
の
は
、
し
っ
か
り
し
た
本
を
扱
う
書
物
屋
と
、
大
衆
向

け
の
娯
楽
的
な
も
の
を
扱
う
草
紙
屋
に
く
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
た
。 

そ
も
そ
も
〈本
〉と
い
う
語
は
、
正
統
で
根
源
的
な
存
在
の
本
物
、
根
本
と
い
う
こ
と
か

ら
き
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
格
下
の
遊
び
程
度
な
の
が
〈草
〉で
あ
る
。
根
の
あ
る
大
木

と
根
無
し
草
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
〈本
〉に
あ
た
る
の
が
書
物
で
あ
り
、
〈草
〉の

側
が
草
紙
だ
っ
た
。 

十
七
世
紀
末
の
元
禄
期
に
京
都
と
大
坂
で
ま
ず
〈
本
〉
の
側
の
店
が
集
ま
っ
て
本

屋
仲
間
、
書
林
仲
間
を
形
成
し
て
い
く
。
ほ
か
の
業
種
が
ほ
と
ん
ど
享
保
年
間
に
な

っ
て
か
ら
仲
間
組
織
を
作
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
本
屋
は
先
行
し
て
い
た
。
京
都
で

は
二
百
軒
く
ら
い
、
大
坂
で
は
三
十
軒
で
組
織
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
〈
草
〉
の
側

は
浄
瑠
璃
本
屋
と
呼
ば
れ
て
、
浄
瑠
璃
の
正
本
を
つ
く
っ
て
売
っ
て
い
た
。
ま
だ
細
々

と
数
軒
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
組
織
す
ら
で
き
て
い
な
か
っ
た
。 

江
戸
で
書
物
屋
仲
間
が
で
き
る
の
は
、
享
保
の
改
革
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
後
は
、
む
し
ろ
江
戸
の
出
版
が
力
を
つ
け
て
い
き
、
十
八
世
紀
中
頃
に
な
る
と
上

方
を
し
の
ぐ
ほ
ど
に
な
る
。
そ
の
と
き
に
、
江
戸
の
草
紙
屋
も
「
地
本
問
屋
」
と
呼

ば
れ
て
独
自
色
を
打
ち
出
し
て
成
功
し
は
じ
め
た
。
江
戸
時
代
の
後
期
は
完
全
に
こ

の
地
本
屋
が
業
界
を
席
巻
し
て
、
大
量
出
版
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
曲
亭
馬
琴
、

山
東
京
伝
、
為
永
春
水
な
ど
の
人
気
作
家
が
輩
出
さ
れ
、
全
国
す
み
ず
み
ま
で
浸
透

し
て
い
っ
た
。 

そ
れ
で
も
地
本
屋
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
草
〉
の
側
の
出
版
・
販
売
業
で
あ
り
、
本

屋
・
書
物
屋
よ
り
格
下
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
か
っ
た
。
ど
れ
ほ
ど
人
気
が
あ

ろ
う
と
格
は
格
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
〈
本
〉
と
〈
草
〉
の
関
係
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
が
起
源
な
の
で
な
く
、
実

は
も
っ
と
古
く
平
安
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
思
う
。
た
し
か
に
時
代
に
よ
っ
て
質
は
異
な
る
の
で
同
じ
に
語
れ
な
い
と
こ
ろ

は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
間
に
何
が
〈
本
〉
で
何
が
〈
草
〉
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
踏
ま
え
て
い
く
と
、
変
化
こ
そ
あ
っ
た
が
、
格
の
上
下
は
ず
っ
と
続
い
て
い
た

こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。 

十
一
世
紀
初
め
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
の
長
い
間
、
格
が
上
の
〈
本
〉
を
扱
う
側
は
、

つ
ね
に
〈
草
〉
の
分
野
を
取
り
込
み
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
一
方
、
〈
草
〉
の
側

は
、
つ
ね
に
新
た
な
分
野
を
開
拓
す
る
創
造
性
が
あ
っ
た
。
日
本
の
書
物
（
本
も
草

も
含
む
）
は
、
こ
の
関
係
を
維
持
し
な
が
ら
千
年
近
い
の
歴
史
を
経
て
き
た
の
で
あ

る
。
私
は
こ
の
こ
と
が
書
物
の
歴
史
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
だ
と
認
識
し
て
い
る
。 
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§
平
安
時
代
の
冊
子
と
は 

平
安
時
代
に
何
が
お
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
物
語
の
誕
生
で
あ
る
。 

奈
良
時
代
に
は
、
大
量
の
写
経
が
お
こ
な
わ
れ
、
書
物
は
中
国
か
ら
請
来
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
自
前
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
以
来
、
書
物
と
は
漢
文
（
真
名
）

で
書
か
れ
た
巻
子
本
と
い
う
不
文
律
が
あ
っ
た
。
中
国
の
基
本
形
で
も
あ
っ
た
か
ら

だ
。
写
経
は
も
と
よ
り
公
卿
の
日
記
、
勅
撰
の
和
歌
集
、
歴
史
記
録
な
ど
和
歌
を
の

ぞ
い
て
文
体
は
漢
文
で
あ
り
、
装
訂
は
巻
物
だ
っ
た
。
そ
れ
が
〈
本
〉
の
あ
る
べ
き

姿
だ
っ
た
。 

そ
こ
へ
仮
名
書
き
の
物
語
が
誕
生
し
た
。
十
一
世
紀
初
頭
の
『
源
氏
物
語
』
は
そ

の
代
表
作
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
物
語
は
巻
子
に
し
な
か
っ
た
。
『
紫
式
部
日
記
』

に
は
中
宮
様
が
「
御
冊
子
（
草
子
）
を
お
つ
く
り
に
な
る
」
と
い
う
の
で
、
各
種
の

色
の
紙
を
選
び
整
え
て
、
物
語
の
元
本
を
添
え
つ
つ
、
方
々
に
手
紙
を
書
い
て
配
り
、

そ
れ
を
集
め
て
綴
じ
る
仕
事
を
し
た
、
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
御
冊
子

が
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
で
、
幾
人
か
の
能
書
家
に
清
書
を
頼
み
、
「
綴
じ
る
」
方

式
の
冊
子
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
数
十
年
前
に
書
か
れ
た
『
土
佐
日
記
』
の
紀
貫
之
自
筆
本
が
、
十
三
世
紀
初

頭
に
は
ま
だ
あ
っ
た
。
そ
れ
を
手
に
し
た
藤
原
定
家
が
感
激
し
て
そ
の
様
子
を
書
写

本
の
奥
書
に
記
し
た
が
、
軸
や
厚
紙
な
ど
の
表
紙
が
な
い
巻
物
だ
っ
た
と
い
う
。
ふ

つ
う
の
公
卿
の
日
記
と
は
違
っ
て
、
仮
名
書
き
の
文
体
で
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
十

世
紀
中
頃
の
段
階
で
は
ま
だ
紙
は
継
紙
に
し
て
巻
い
て
い
く
こ
と
が
当
然
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に
は
冊
子
に
し
た
。 

空
海
が
唐
に
留
学
し
て
い
た
と
き
の
勉
学
の
記
録
を
書
き
記
し
た
『
三
十
帖
冊
子
』

が
最
古
の
粘
葉
装
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
し
だ
い
に
継
紙
を
巻
子
に
し
な
い
で
、
一

枚
一
枚
の
料
紙
を
糊
で
綴
じ
る
装
訂
が
生
ま
れ
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
と
同
時
代

に
つ
く
ら
れ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
、
現
在
宮
内
庁
に
伝
わ
る
本
も
粘
葉
装
で
あ
る
。

こ
れ
が
冊
子
本
で
あ
る
。 

こ
れ
を
草
子
と
も
い
っ
た
。
冊
子
は
〈
さ
く
し
〉
と
読
ま
れ
た
が
、
し
だ
い
に
〈
さ

う
し
〉
と
も
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
草
子
も
同
じ
音
の
〈
さ
う
し
〉
で
あ
る
。
清
少

納
言
の
『
枕
草
子
』
も
『
枕
冊
子
』
と
書
く
こ
と
も
あ
る
。
後
世
、
草
紙
と
か
双
紙

な
ど
と
書
く
こ
と
も
あ
る
が
、
同
じ
読
み
で
あ
っ
て
、
同
義
で
あ
る
。 

冊
子
＝
草
子
は
真
名
で
な
く
仮
名
で
書
か
れ
た
本
式
で
は
な
い
も
の
に
採
用
さ
れ

た
。
巻
子
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
由
に
つ
く
れ
ば
よ
い
。
そ
れ

な
ら
、
手
に
取
り
や
す
く
読
み
や
す
い
形
の
ほ
う
が
好
ま
れ
た
。
巻
子
は
読
む
た
め

と
い
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
保
存
し
て
お
く
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
装
訂
で
あ
る
。 

平
安
時
代
の
間
、
物
語
は
正
式
な
〈
本
〉
で
は
な
く
、
格
下
の
〈
草
〉
の
扱
い
だ

っ
た
こ
と
が
こ
れ
で
理
解
で
き
る
。
ま
だ
遊
び
の
入
っ
た
娯
楽
的
な
読
み
物
と
し
て

し
か
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

 §
中
世
に
も
〈本
〉と
〈草
〉 

し
か
し
、
中
世
に
な
る
と
位
相
は
変
わ
っ
て
く
る
。
藤
原
定
家
が
『
伊
勢
物
語
』

な
ど
も
含
め
て
多
く
の
物
語
や
歌
集
を
書
写
し
つ
つ
校
訂
を
行
い
、
い
わ
ゆ
る
証
本

を
つ
く
っ
て
い
く
が
、
そ
の
と
き
す
で
に
平
安
の
物
語
は
「
古
典
」
に
な
っ
た
。
当
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時
、
本
流
だ
っ
た
仏
教
の
理
論
書
と
も
い
う
べ
き
聖

教

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
が
、

そ
の
多
く
の
書
籍
と
同
列
の
〈本
〉と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
以
後
、
書
物
に
か

か
わ
る
公
家
で
物
語
本
が
重
視
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
た
。
恋
愛
小
説
だ
っ
た
『
源
氏
物

語
』
が
寺
社
で
も
注
釈
さ
れ
、
書
写
さ
れ
て
い
っ
た
。 

か
わ
り
に
中
世
で
は
、
唱
導
文
学
と
い
わ
れ
る
分
野
が
〈
草
〉
に
な
っ
た
。
寺
社

に
は
学
問
を
す
る
学
侶
を
頂
点
と
し
て
、
僧
兵
の
よ
う
な
大
衆
、
そ
の
下
に
聖
と
か

神
人
と
い
わ
れ
る
非
定
着
民
が
い
て
大
き
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
構
成
を
し
て
い
た
。

そ
の
最
下
層
の
人
た
ち
が
、
特
権
を
与
え
ら
れ
て
各
地
を
放
浪
し
た
。
中
世
の
寺
社

が
し
だ
い
に
民
衆
教
化
や
救
済
に
向
か
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
説
経
の
よ
う
な
教

化
の
た
め
の
語
り
を
、
身
振
り
や
音
曲
を
加
え
な
が
ら
広
め
て
い
っ
た
。
そ
の
題
材

に
な
っ
た
の
が
本
地
物
や
お
伽
草
子
な
ど
の
中
世
物
語
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
だ
紙

に
書
か
れ
た
文
と
し
て
確
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
も
わ
か
ら
な
い
。
琵
琶
法

師
が
語
っ
た
と
い
う
『
平
家
物
語
』
で
す
ら
作
者
不
詳
の
う
え
、
各
種
の
テ
キ
ス
ト

が
あ
っ
て
一
定
し
な
い
の
は
そ
の
た
め
だ
。 

 §
中
世
と
近
世
の
間 

中
世
の
〈
草
〉
は
、
紙
に
文
字
が
書
か
れ
て
綴
じ
ら
れ
る
と
い
う
書
籍
の
形
態
を

と
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か
し
、
厳
然
と
書
物
の
下
層
に
位
置
し
て
い
た
と
思
う
。

そ
れ
は
、
こ
の
語
り
の
文
芸
が
近
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
ら
だ
。 

江
戸
時
代
の
草
紙
は
浄
瑠
璃
の
正
本
が
母
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
草
紙
屋
の
別
名

を
浄
瑠
璃
本
屋
と
も
い
っ
た
。
中
世
の
舞
い
踊
り
を
人
形
に
託
し
、
三
味
線
の
節
を

つ
け
た
も
の
が
浄
瑠
璃
で
、
十
七
、
八
世
紀
に
は
絶
大
な
人
気
が
あ
っ
た
。
近
松
門

左
衛
門
の
よ
う
な
書
下
し
が
多
く
な
る
ま
で
の
演
目
は
、
ほ
と
ん
ど
が
中
世
の
物
語

だ
っ
た
。
た
だ
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
歌
舞
伎
の
方
に
人
気
が
移
っ
て
い
く
。

そ
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
草
紙
屋
は
つ
ね
に
こ
の
演
劇
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
関
係

す
る
本
を
出
し
続
け
て
き
た
。
錦
絵
な
ど
は
ま
さ
に
歌
舞
伎
役
者
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
的

役
割
を
果
た
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
江
戸
の
地
本
屋
の
隆
盛
に
つ
な
が
っ
た
。

中
世
と
近
世
が
そ
う
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。 

近
世
の
初
期
に
は
仮
名
草
子
が
、
つ
ぎ
に
浮
世
草
子
が
書
き
下
ろ
し
の
文
芸
書
と

し
て
出
て
く
る
が
、
ま
だ
〈
草
〉
的
な
扱
い
だ
っ
た
。
浮
世
草
子
を
出
し
た
京
都
の

八
文
字
屋
な
ど
は
浄
瑠
璃
本
屋
で
あ
る
。
そ
の
後
、
し
だ
い
に
本
屋
が
売
れ
る
本
と

し
て
、
こ
う
し
た
分
野
に
も
進
出
し
て
く
る
が
、
も
と
も
と
本
屋
と
い
う
の
は
、
格

式
を
い
う
こ
と
が
多
く
、
進
取
の
気
質
は
乏
し
い
。
浄
瑠
璃
本
屋
が
演
劇
と
結
び
つ

い
て
次
々
と
人
気
の
あ
る
新
機
軸
を
打
ち
出
す
の
を
、
遅
れ
て
本
屋
の
側
が
取
り
入

れ
て
い
く
。
江
戸
時
代
の
後
期
に
な
っ
て
、
地
本
問
屋
が
育
て
た
馬
琴
や
京
伝
ら
の

作
家
を
読
本
と
い
う
形
で
本
屋
が
参
画
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
流
れ
で
あ
る
。 

〈
本
〉
と
〈
草
〉
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
は
、
た
ん
に
本
の
種
類
を
い
う
の
で

な
く
、
保
守
的
な
〈
本
〉
の
側
が
、
伝
統
に
と
ら
わ
れ
な
い
〈
草
〉
の
側
の
成
功
を

取
り
込
み
な
が
ら
、
位
相
を
変
え
て
存
在
し
続
け
て
き
た
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

書
物
文
化
の
流
れ
を
大
き
く
千
年
の
単
位
で
語
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
世
界
が
あ

る
。
そ
ん
な
テ
ー
マ
で
次
の
本
を
書
い
た
。
二
〇
一
一
年
六
月
に
角
川
書
店
か
ら
出

版
す
る
。
お
読
み
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 


