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江
戸
時
代
本
屋
の
日
記
か
ら

橋
口

侯
之
介
（
誠
心
堂
書
店
）

江
戸
時
代
の
本
屋
の
実
情
を
知
る
格
好
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
期
か
ら

続
く
伝
統
あ
る
京
都
の
書
林
・
風
月

庄
左
衛
門
が
書
い
た
明
和
九
年
九
月
（
一
七
七
二
）

ふ
う
げ
つ
し
よ
う

ざ

え

も
ん

か
ら
一
年
三
ヶ
月
ほ
ど
の
日
記
『
日
暦
』
で
あ
る
。

こ
の
日
記
は
図
書
館
学
者
の
弥
吉
光
長
氏
が
元
古
書
業
者
だ
っ
た
若

林

正
治
氏

や

よ
し
み
つ
な
が

わ
か
ば
や
し
し
よ
う

じ

の
所
持
し
て
い
た
原
本
を
も
と
に
翻
刻
し
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（『
未
刊
史
料
に

よ
る
日
本
出
版
文
化
１
』
ゆ
ま
に
書
房
、
昭
和
六
十
三
年
な
ど)

。
そ
の
原
本
は
現
在
行
方
不

明
で
あ
る
が
、
本
屋
の
生
の
史
料
と
し
て
貴
重
で
、
本
屋
の
日
常
的
な
活
動
ぶ
り
が

わ
か
っ
て
興
味
深
い
。
拙
著
で
も
紹
介
し
た
こ
と
は
あ
る
が
（
『
和
本
へ
の
招
待
』

角
川
選
書
な
ど
）
、
改
め
て
江
戸
の
本
屋
ぶ
り
が
わ
か
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
よ
う
。

風
月
は
京
都
で
も
草
分
け
の
書
林
で
、
寛
永
年
間
、
二
条
通
観
音
寺
前
で
風
月

宗
智
と
し
て
儒
書
を
中
心
と
し
た
学
術
的
な
出
版
を
始
め
て
、
こ
の
日
記
ま
で
一

そ

う

ち

五
〇
年
続
い
て
い
た
名
門
で
あ
る
。

日
記
は
そ
の
当
主
が
日
々
の
日
常
業
務
や
家
庭
の
出
来
事
を
細
か
く
記
述
し
て

い
る
。
ま
だ
若
い
の
で
、
先
々
代
の
当
主
が
隠
居
と
し
て
伏
見
に
住
ん
で
お
り
、

そ
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
仕
事
を
こ
な
し
て
い
く
。
店
に
は
番
頭
以
下
多
く
の
手

代
・
丁
稚
が
お
り
、
奥
に
は
女
中
と
家
族
が
住
み
込
ん
で
い
る
。
名
古
屋
に
は
こ
こ

か
ら
独
立
し
た
風
月
孫
助
と
い
う
店
が
あ
っ
て
、
尾
張
藩
の
御
用
を
承
っ
て
い
た
。

そ
の
業
務
と
い
う
の
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
本
の
販
売
、
出
版
、
古
本
の

売
買
な
ど
が
主
な
も
の
だ
が
、
同
じ
本
を
売
る
に
し
て
も
、
た
ん
に
店
で
売
る
だ

け
で
な
く
、
今
日
で
い
え
ば
通
販
に
あ
た
る
一
種
の
目
録
販
売
を
す
る
な
ど
様
々

な
方
法
で
行
っ
て
い
た
。
出
版
も
今
日
の
出
版
社
の
よ
う
に
の
べ
つ
幕
無
し
に
出

し
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
懇
意
な
著
者
と
じ
っ
く
り
つ
き
あ
い
な
が
ら
息

の
長
い
本
づ
く
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
店
の
最
大
の
売
上
は
、
尾
張
藩
・
佐
伯
藩
・
小
浜
藩
な
ど
当
時
盛
ん
に
収

さ

い
き

書
活
動
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
の
大
量
納
入
だ
っ
た
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
本
は
ほ

と
ん
ど
が
中
国
か
ら
の
輸
入
書
で
あ
る
唐
本
だ
っ
た
。
し
か
も
、
長
崎
か
ら
直
に

と
う
ほ
ん

入
っ
て
く
る
本
よ
り
、
い
っ
た
ん
市
中
に
流
通
し
て
再
環
流
し
た
古
本
が
主
体
で

あ
る
。
そ
の
必
要
な
本
を
集
め
る
た
め
に
、
頻
繁
に
古
書
の
市
場
を
利
用
し
た
。

当
時
、
京
都
で
は
書
林
仲
間
が
認
め
た
公
式
の
市
（
世
利
分
会
）
が
立
つ
よ
う
に
な

せ

り

わ
け

っ
て
い
た
。
日
記
に
は
「
武
介
芳
徳
市
ニ
行
」
と
あ
る
よ
う
に
芳
野
屋
徳
兵
衛
の
と

こ
ろ
で
こ
の
世
利
分
会
が
開
か
れ
て
い
て
番
頭
に
行
か
せ
た
な
ど
と
出
て
く
る
。

長
崎
か
ら
新
規
に
輸
入
さ
れ
た
（
新
渡
）
唐
本
の
市
は
武
村
嘉
兵
衛
方
で
開
か
れ
て
い

た
し
、
通
鑑
会
、
水
滸
会
な
ど
と
い
う
唐
本
専
門
の
市
が
あ
っ
た
こ
と
も
日
記
で

つ

が

ん

わ
か
る
。

尾
張
藩
へ
は
名
古
屋
の
孫
助
を
通
し
て
在
庫
目
録
を
送
り
、
そ
こ
か
ら
注
文
を

受
け
た
。
納
入
す
る
と
す
ぐ
に
数
十
両
単
位
で
入
金
が
あ
り
、
そ
れ
が
毎
日
の
よ
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う
に
続
く
こ
と
が
あ
り
、
収
益
の
柱
に
な
っ
て
い
た
。
佐
伯
や
小
浜
か
ら
は
担
当

す
る
藩
士
が
京
都
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
人
た
ち
を
通
し
て
納
め
た
。

実
務
は
番
頭
・
手
代
に
ま
か
せ
、
主
人
は
こ
う
し
た
流
れ
を
陣
頭
指
揮
し
な
が

ら
こ
な
し
て
い
た
。
と
く
に
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
の
は
、
同
業
者
同
士
の
関
係

の
深
さ
だ
。
仲
間
組
織
以
外
に
、
数
名
か
ら
十
名
く
ら
い
の
規
模
の
講
が
盛
ん
だ

っ
た
。
風
月
は
日
吉
講
、
湖
月
講
、

夷

講
、
万
歳
講
な
ど
と
称
す
る
講
に
加
入
し

え
び
す

て
、
月
に
二
、
三
度
そ
れ
ぞ
れ
の
会
合
に
参
加
し
た
。
講
の
役
割
は
、
第
一
に
金

融
で
風
月
は
資
金
を
融
通
す
る
側
と
し
て
利
息
を
得
て
い
た
。
次
に
情
報
の
交
換
、
さ

ら
に
板
木
の
共
同
購
入
や
古
書
の
交
換
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
無
礼
講
の
場
で
も
あ

っ
た
か
ら
、
宴
席
は
夜
遅
く
ま
で
続
い
た
。
同
業
者
と
は
商
売

敵

で
も
あ
る
が
、

が
た
き

相
互
の
親
睦
と
信
頼
を
深
め
る
関
係
で
も
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
本
屋
を
単
独
の
商
店

と
し
て
だ
け
と
ら
え
て
は
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

出
版
は
収
益
上
、
メ
イ
ン
の
仕
事
で
は
な
い
が
、
店
の
顔
で
あ
る
。
信
用
が
つ
き
、

格
が
上
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
ろ
そ
か
に
は
し
て
い
な
い
。
き
ち
ん
と
編
著
者
、
校

訂
者
な
ど
と
の
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
し
、
相
合
板
や
講
を
通
し
て
同
業
者
同
士
の

結
束
も
高
め
て
い
く
。
さ
ら
に
筆
耕
や
彫
り
師
（
板
木
屋
）
な
ど
の
職
人
と
良
好
な
関

係
を
維
持
す
る
努
力
も
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
諸
経
費
の
明
細
や
出
版
の
流
れ
な
ど

も
よ
く
わ
か
り
、
江
戸
期
の
出
版
活
動
の
あ
り
方
を
知
る
に
は
恰
好
の
史
料
で
あ
る
。

も
っ
と
利
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
。

日
記
は
飾
ら
な
い
文
章
で
、
当
時
の
業
界
用
語
そ
の
ま
ま
で
書
き
綴
っ
て
い
る
。

人
物
た
ち
も
何
の
説
明
無
し
に
登
場
し
て
く
る
の
で
関
係
が
わ
か
ら
な
い
な
ど
、

容
易
に
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
読
み
進
め
て
い
く
と
見
え
て

く
る
実
態
が
あ
る
。

店
の
仕
事
以
外
に
も
家
族
の
こ
と
、
出
入
り
の
職
人
、
親
戚
づ
き
あ
い
な
ど
も

記
述
さ
れ
て
い
る
。
子
供
の
成
長
、
季
節
の
行
事
、
法
事
な
ど
当
時
の
京
都
の
商

人
の
民
俗
が
よ
く
わ
か
る
書
き
ぶ
り
だ
。
長
男
が
生
ま
れ
た
と
き
は
、
わ
ざ
わ
ざ

別
の
家
を
六
ヶ
月
間
借
り
て
そ
こ
で
出
産
・
育
児
を
し
て
い
る
。
熱
を
出
し
た
り
、

具
合
が
悪
く
な
る
と
心
配
を
す
る
と
こ
ろ
な
ど
家
族
へ
の
い
た
わ
り
も
表
れ
て
い

る
。
実
に
き
め
の
細
か
い
日
記
な
の
だ
。
接
待
や
行
事
の
た
び
に
、
ど
こ
で
何
を

食
べ
た
か
の
献
立
ま
で
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
現
代
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
も
似

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

別
に
出
版
へ
の
苦
情
、
番
頭
の
不
始
末
、
支
店
の
未
払
い
問
題
な
ど
も
重
な
り
、

心
の
休
ま
る
時
が
な
い
。
書
林
仲
間
の
前
行
事
も
つ
と
め
て
お
り
、
業
界
の
リ
ー

ダ
ー
を
目
指
す
一
面
も
見
え
る
。
経
営
者
と
し
て
の
店
主
と
家
族
を
預
か
る
主
人

が
公
私
に
わ
た
っ
て
日
記
に
は
描
か
れ
る
。
し
か
も
日
記
は
毎
日
そ
の
日
に
あ
っ

た
こ
と
を
時
系
列
で
淡
々
と
記
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
忙
し
そ
う
に
見
え
る
。
そ
れ

で
も
現
代
の
よ
う
な
慌
た
だ
し
さ
や
ス
ト
レ
ス
は
な
く
、
む
し
ろ
発
散
し
な
が
ら

楽
し
く
生
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

江
戸
期
の
本
屋
の
日
記
と
し
て
は
、
和
泉
屋
庄
次
郎
こ
と
慶
元
堂
の
松
沢
老
泉

い

ず

み

や
し
よ
う

じ

ろ
う

け
い
げ
ん
ど
う

ま
つ
ざ
わ
ろ
う
せ
ん

が
書
い
た
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
の
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
日
記
『
堂
前
隠
宅
記
』

ど
う
ま
え
い
ん
た
く
き

と
い
う
の
も
あ
る
（
弥
吉
光
長
校
『
松
沢
老
泉
資
料
集
』
青
裳
堂
書
店
、
昭
和
五
十
七
年
）。

別
の
機
会
に
こ
れ
も
紹
介
し
た
い
。
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