
﹇
論
文
要
旨
﹈

秘
術
の
公
開　
江
戸
時
代
の
手
品
本
に
見
ら
れ
る
ま
じ
な
い
に
つ
い
て 

横
山
泰
子

　

江
戸
時
代
に
日
本
で
作
ら
れ
た
手
品
の
解
説
本
の
中
に
は
、
手
品
の
み
な
ら
ず
ま
じ
な
い
の
情
報

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
は
手
品
史
の
観
点
か
ら
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
い
が
、
奇
術

と
呪
術
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
当
時
の
人
々
の
感
覚
を
知
る
う
え
で
面
白
い
研
究
対
象
と
い
え

る
。

　

本
論
で
は
、
中
国
の
『
神
仙
戯
術
』
の
翻
訳
か
ら
は
じ
ま
る
近
世
日
本
の
手
品
本
を
概
観
し
、
そ

の
中
に
記
さ
れ
た
ま
じ
な
い
を
取
り
上
げ
た
。
初
期
の
『
神
仙
戯
術
』
や
『
続
神
仙
戯
術
』
は
、
手

品
を
は
じ
め
、
呪
術
や
生
活
術
な
ど
を
集
め
て
い
る
。
も
と
も
と
中
国
で
も
、
種
や
仕
掛
け
を
用
い

て
不
思
議
な
現
象
を
見
せ
る
娯
楽
と
し
て
の
手
品
と
、
ま
じ
な
い
等
の
情
報
が
混
在
し
て
い
た
。
日

本
の
手
品
観
は
、
中
国
の
手
品
観
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
国
の
呪
術
と
似

た
も
の
が
日
本
の
本
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
文
献
を
通
じ
て
中
国
の
ま
じ
な
い
が
日
本
人
の
日
常
生

活
の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ま
じ
な
い
の
方
法
に
は
日
中
で
異
動
が
あ

る
。
外
国
の
呪
術
は
、
日
本
の
生
活
環
境
に
あ
う
よ
う
、
改
変
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

本
来
ま
じ
な
い
は
口
頭
で
秘
密
裏
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
江
戸
時
代
に

お
い
て
は
生
活
上
の
実
用
的
な
知
識
と
し
て
本
に
記
さ
れ
て
流
布
し
た
。
奇
し
く
も
、
ま
じ
な
い
本

や
手
品
本
、
占
い
本
等
の
い
わ
ゆ
る
「
秘
術
」
を
公
開
す
る
文
献
は
、
十
七
世
紀
後
期
に
刊
行
さ
れ

は
じ
め
る
。
こ
の
時
期
を
日
本
に
お
け
る
秘
術
公
開
時
代
の
幕
開
け
と
考
え
て
み
た
い
。
手
品
本
の

ま
じ
な
い
は
、
先
行
の
呪
術
系
の
書
物
に
類
似
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
専
門
書
の
中
の
ま
じ
な
い

の
情
報
が
、
手
品
本
の
中
に
流
入
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
う
。

　

手
品
本
に
記
さ
れ
た
ま
じ
な
い
に
は
、
呪
歌
を
伴
う
も
の
や
、
書
記
行
為
を
伴
う
も
の
が
あ
る
。

近
世
日
本
で
は
、
十
七
世
紀
か
ら
民
衆
の
識
字
率
が
向
上
し
た
が
、
そ
う
し
た
社
会
的
背
景
が
、
手

品
本
の
存
在
や
字
を
書
く
ま
じ
な
い
の
あ
り
方
と
関
係
し
て
い
る
。
行
為
者
の
能
力
や
資
質
に
あ
わ

せ
て
、
様
々
な
ま
じ
な
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
江
戸
時
代
の
ま
じ
な
い
文
化

の
大
衆
性
を
感
じ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
手
品
、
日
本
、
比
較
文
化
、
ま
じ
な
い
、
秘
術

ま
え
が
き

❶
手
品
と
仙
術

❷
秘
術
を
本
に
す
る
時
代

❸
様
々
な
ま
じ
な
い

あ
と
が
き
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ま
え
が
き

　
「
人
間
は
お
守
り
を
身
に
つ
け
、
動
物
は
身
に
つ
け
な
い
」

と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ヴ
ェ
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
人
間
本
性
の
定
義
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ル
コ
ー
ル
の
小
説
『
人
獣
裁
判
』
の
中
で
は
、
人
間
と
限
り
な
く
近
い
架
空

動
物
「
ト
ロ
ピ
」
が
描
か
れ
る
。「
ト
ロ
ピ
と
人
は
ど
う
違
う
の
か
」
と
の
判
断
に

迷
っ
た
登
場
人
物
は
、
結
局
「
人
間
と
は
何
か
」
を
定
義
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

作
中
「
人
間
は
お
守
り
を
持
つ
」
と
語
る
ド
レ
ー
パ
ー
夫
人
の
説
明
を
読
ん
で
み
よ

う
。「

何
か
を
信
じ
さ
え
す
れ
ば
、
お
守
り
が
要
る
よ
う
に
な
り
ま
す
、（
中
略
）
自

分
で
は
何
も
信
じ
な
い
と
称
し
て
い
る
人
た
ち
で
も
、
や
っ
ぱ
り
探
し
求
め
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
―
―
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
は
…
…
物
理
と
か

…
…
占
星
術
と
か
を
研
究
し
ま
す
し
、
ま
た
本
を
書
い
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、

や
っ
ぱ
り
そ
れ
だ
っ
て
お
守
り
で
す
わ
。
そ
れ
は
そ
の
人
た
ち
な
り
の
流
儀
な

ん
で
す
わ
、
そ
の
…
…
そ
の
人
な
り
の
身
の
守
り
か
た
な
ん
で
す
わ
。
よ
く
よ

く
考
え
て
み
る
と
私
た
ち
に
恐
怖
を
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
、
そ
う

い
う
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
自
分
を
守
る
わ
け
で
す
わ
）
1
（

」

　

人
間
は
恐
怖
心
ゆ
え
に
、
安
心
を
求
め
、
単
純
で
あ
れ
複
雑
で
あ
れ
「
お
守
り
」

を
身
に
つ
け
る
。
そ
こ
が
、
動
物
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。『
人
獣

裁
判
』
は
学
術
書
で
は
な
い
が
、
人
間
を
「
お
守
り
を
持
つ
存
在
」
と
す
る
見
方

は
、
な
か
な
か
面
白
い
と
思
う
。
じ
っ
さ
い
、
お
守
り
（
護
符
ま
た
は
呪
符
）
と

は
、
種
々
の
災
難
を
除
け
る
神
秘
的
な
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
物
体
で
あ

り
、
世
界
中
の
宗
教
に
古
今
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
）
2
（

。

　

本
共
同
研
究
の
名
称
は
「
兆
・
応
・
禁
・
呪
の
民
俗
誌
」
で
あ
る
。「
兆
応
禁
呪
」

の
う
ち
「
呪
」
は
、
災
い
を
防
ぎ
身
を
守
る
手
段
で
あ
り
、
お
守
り
を
持
つ
こ
と
も

含
む
。
人
間
が
本
質
的
に
お
守
り
を
持
つ
存
在
な
の
だ
と
す
る
と
、「
呪
」
は
、
人

間
の
本
質
の
表
現
と
い
え
よ
う
。
私
は
、
江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た
手
品
の
解
説
本

（
伝
授
本
）
の
調
査
を
し
た
経
験
が
あ
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
特
定
の
手
品
に
つ
い

て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
）
3
（

、
伝
授
本
の
中
に
奇
術
の
方
法
と
と
も
に
載
っ
て
い
る
呪

術
に
関
す
る
記
事
に
は
あ
ま
り
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
び
、「
兆
・
応
・

禁
・
呪
の
民
俗
誌
」
に
参
加
す
る
機
会
を
得
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
、
江
戸
時
代
の

奇
術
と
呪
術
の
関
連
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

❶
手
品
と
仙
術

　

日
本
で
最
も
古
い
手
品
の
本
は
、
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
の
『
神
仙
戯
術
』
で

あ
る
。
こ
れ
は
明
末
の
陳
眉
公
が
著
述
し
た
も
の
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ

る
。『
神
仙
戯
術
』
の
訳
者
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
続
編
『
続
神
仙
戯
術
』
が

馬
場
信
武
（
京
都
の
医
師
）
の
名
で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
編
も
彼
の
手
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
4
（

。『
中
国
芸
能
史
』
に
よ
れ
ば
、「
考
証

に
よ
る
と
陳
眉
公
の
著
わ
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
明
代
の
著
名
な
学
者

で
あ
る
陳
眉
公
の
著
作
を
調
べ
て
み
て
も
、
こ
の
よ
う
な
書
物
は
な
い
。
だ
れ
か
が

陳
氏
の
名
を
借
り
て
書
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
陳
氏
自
ら
の
手
に
な
る
も
の

か
は
わ
か
ら
な
い
）
5
（

」
と
い
う
こ
と
だ
。
な
お
、
中
国
で
は
『
神
仙
戯
術
』
は
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
が
、
奇
し
く
も
日
本
に
伝
わ
り
、
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ

た
。

　
『
神
仙
戯
術
』
の
内
容
を
、
以
下
に
挙
げ
て
み
よ
う
）
6
（

。

1
白
雲
洞
ニ
帰
ル

2
滾
地
葫
芦

3
水
上
ニ
灯
ヲ
點
ス

4
皓
月
亭
ニ
入
ル
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5
胡
蝶
ヲ
喚
ヒ
来
ル

6
暗
ニ
書
ヲ
伝
フ
ル
法

7
雪
裡
ニ
灯
ヲ
點
ス

8
鬼
火
ヲ
吹
ク

9
紙
ヲ
吹
イ
テ
鶏
子
ト
ス

10
盆
中
ニ
魚
ヲ
走
ラ
シ
ム

11
手
帕
ヲ
以
テ
酒
ヲ
盛
ル

12
紙
ヲ
焼
イ
テ
人
ノ
如
ク
ニ
起
ス

13
戯
レ
ニ
胡
蝶
ヲ
聚
ル

14
蚊
子
ヲ
辟
ル
ノ
法

15
紙
ヲ
以
テ
胡
蝶
飛
バ
ス

16
燕
子
ヲ
辟
ル
ノ
法

17
・
18
狗
蚤
ヲ
除
ク
法

19
蟻

ヲ
辟
ル
法

20
木
虱
ヲ
除
ク
法

で
あ
る
。
項
目
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
内
容
を
み
る
と
、
物
理
的
に
不
可
能
と

思
わ
れ
る
現
象
を
有
効
な
仕
掛
け
に
よ
っ
て
作
り
出
す
「
手
品
」
と
、
そ
れ
以
外
が

混
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
二
十
種
の
う
ち
ど
れ
を
「
手
品
」
と

み
る
か
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
山
本
慶
一
は
、
2
、
3
、
4
、
6
、
8
、

9
、
10
、
11
、
12
を
「
手
品
」
と
し
）
7
（

、
松
本
光
伸
は
そ
れ
に
15
を
加
え
て
い
る
）
8
（

。
つ

ま
り
、
両
者
と
も
、『
神
仙
戯
術
』
の
半
分
程
度
を
手
品
と
認
識
し
て
い
る
。

　
『
神
仙
戯
術
』
の
う
ち
、
純
正
な
手
品
と
し
て
、
2
の
「
滾
地
葫
芦
」
を
見
て
み

よ
う
。
こ
れ
は
「
ひ
ょ
う
た
ん
お
の
れ
と
う
ご
く
術
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
ひ
ょ

う
た
ん
の
内
部
に
ウ
ナ
ギ
や
ド
ジ
ョ
ウ
を
入
れ
、
胡
椒
と
塩
を
混
ぜ
た
水
を
加
え
る

と
、
魚
が
動
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ひ
ょ
う
た
ん
が
自
然
に
動
く
よ
う
に
見
え
る
と

い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。
種
明
か
し
を
読
む
と
「
何
だ
」
と
思
う
よ
う
な
単
純
な
手
品

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ト
リ
ッ
ク
全
般
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
動
か
な
い
は
ず
の
も

の
を
生
物
の
力
で
動
か
す
技
は
後
の
手
品
本
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
、
当
時

好
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
10
は
、
作
り
も
の
の
魚
を
水
中
で
泳
が
す
方
法
で
、
工
作
の
魚
に
樟
脳
を

つ
け
て
水
に
浮
か
べ
る
と
動
く
と
い
う
手
品
で
あ
る
。
樟
脳
は
ク
ス
ノ
キ
の
木
片
を

水
蒸
気
蒸
留
し
て
得
る
無
色
半
透
明
の
結
晶
で
、
防
虫
剤
や
医
薬
品
と
し
て
使
わ
れ

る
。
樟
脳
を
用
い
た
手
品
は
、
科
学
的
な
知
識
と
結
び
つ
き
、
現
在
で
も
子
ど
も
向

け
の
科
学
実
験
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
）
9
（

。
私
自
身
、
樟
脳
船
（
紙
や
セ
ル
ロ
イ
ド

で
作
っ
た
船
に
樟
脳
を
つ
け
て
水
面
を
走
ら
せ
る
お
も
ち
ゃ
）
で
遊
ん
だ
記
憶
が
あ

る
。

　
『
神
仙
戯
術
』
は
、
以
上
の
如
き
手
品
の
仕
掛
け
を
日
本
で
最
初
に
紹
介
し
た
文

献
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
情
は
、
手
品
と
み
な
さ
れ
な
い
情
報
が
内
容
の
半
分
を
占

め
る
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
14
は
「
蚊
を
よ
せ
つ
け
な
い
方
法
」
で
あ
る
が
、

「
五
月
五
日
午
ノ
時
灯
心
草
ヲ
将
テ
油
ノ
内
ニ
浸
シ
太
陽
ニ
望
ン
テ
呪
ス　

曰
ク　

天
上
ノ
金
鶏
蚊
子
ガ
脳
髄
液
ヲ
喫
セ
ヨ　

太
陽
ノ
気
ヲ
吸
テ
于
灯
草
ノ
上
ニ
吹
ク　

夜
灯
草
ヲ
点
ス　

蚊
子
ヲ
照
セ
ハ
去
ル
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
灯
心
草
（
い
ぐ
さ
）

を
油
に
浸
し
て
取
り
出
し
、
太
陽
に
向
か
い
、「
天
上
の
金
鶏
、
蚊
の
脳
髄
液
を
喫

せ
よ
」
と
七
回
唱
え
る
。
太
陽
の
生
気
を
吸
い
、
灯
心
草
に
吹
き
か
け
、
夜
に
な
っ

て
こ
の
灯
心
草
に
火
を
つ
け
る
と
、
蚊
が
寄
り
つ
か
な
く
な
る
と
い
う
。「
呪
」
の

文
字
が
文
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
お
り
、
蚊
を
ふ
せ
ぐ
ま
じ
な
い
で
あ
る
。

　

ま
た
、
16
は
、
燕
が
巣
を
か
け
て
毎
年
来
る
の
を
防
ぐ
方
法
で
あ
る
。「
白
紙
ノ

上
ニ
鳳
凰
ノ
二
字
ヲ
書
ス　

以
テ
燕
窠
ノ
上
ニ
安
ク
ト
キ
ハ
即
チ
去
テ
此
ニ
来
ラ

ス
」
と
あ
り
、
白
紙
に
「
鳳
凰
」
と
書
い
て
燕
の
巣
に
置
い
て
お
く
と
い
う
対
処
法

で
あ
る
。
17
と
18
は
蚤
の
除
去
方
法
で
、「
五
月
五
日
石
菖
蒲
ヲ
採
テ
乾
ス
末
ト
為

シ
席
下
ニ
放
在
ス　

蚤
即
チ
去
ル
」「
棗
子
ヲ
以
テ
床
ノ
下
ニ
テ
焼
ク　

諸
々
ノ
狗

蚤
悉
ク
去
ル
」
の
二
種
類
が
書
い
て
あ
る
。
石
菖
蒲
（
サ
ト
イ
モ
科
シ
ョ
ウ
ブ
属
の

植
物
、
和
名
セ
キ
シ
ョ
ウ
）
も
ナ
ツ
メ
も
生
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
る
植
物
で
、
そ
の
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薬
効
が
防
虫
に
も
役
立
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
19
の
蟻
を
防
ぐ
法
は
、
竹
細

工
の
鶏
四
個
を
四
つ
の
か
ご
に
入
れ
、
部
屋
の
四
隅
に
置
く
と
、
蟻
が
入
ら
な
い
と

い
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
手
品
の
範
疇
に
は
入
れ
ら
れ
な
い
。

　

続
編
『
続
神
仙
戯
術
』
も
、『
神
仙
戯
術
』
同
様
、
手
品
を
は
じ
め
、
呪
術
や
生

活
術
な
ど
を
集
め
て
い
る
。
正
編
同
様
、
二
十
種
の
項
目
を
載
せ
る
が
、
そ
の
う
ち

手
品
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
八
種
で
あ
る
。
中
に
は
不
可
解
な
も
の
も
あ

る
。
例
え
ば
「
使
鬼
打
門
」
は
夜
門
を
叩
く
音
を
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
が
、
天
南
星

（
サ
ト
イ
モ
科
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
属
植
物
の
総
称
）
の
球
茎
を
粉
末
に
し
、
酢
で
練

る
。
そ
れ
を
白
紙
の
上
に
塗
っ
て
、
人
家
の
扉
に
塗
る
と
、
夜
中
、
人
が
扉
を
叩
く

よ
う
な
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
。
上
述
の
方
法
で
門
を
叩
く
音
が
出
せ
る
と
は
思
え

な
い
が
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
形
の
花
を
つ
け
る
天
南
星
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
奇
怪

な
現
象
を
起
こ
す
と
い
う
発
想
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、「
猫
ヲ
描
イ
テ
鼠
ヲ
サ
ケ

ル
」
は
、
予
め
作
っ
て
お
い
た
猫
の
木
像
に
、
赤
鼠
の
尿
を
絵
の
具
に
ま
ぜ
た
も
の

を
塗
る
と
、
鼠
が
来
な
く
な
る
と
い
う
も
の
。
鼠
よ
け
に
猫
の
像
を
使
う
と
い
う
の

は
案
山
子
の
原
理
に
も
似
て
い
る
。「
一
年
中
ノ
水
旱
ヲ
知
ル
」
は
、
年
間
の
雨
量

を
あ
ら
か
じ
め
知
る
方
法
で
あ
る
。
陰
暦
正
月
十
五
日
に
、
一
丈
の
竿
を
立
て
、
月

が
真
南
の
時
の
影
の
長
さ
を
は
か
る
。
七
尺
あ
れ
ば
豊
作
、
九
尺
一
丈
あ
れ
ば
長
雨

で
水
が
多
く
凶
作
、
五
尺
は
日
照
り
で
、
三
尺
は
大
干
魃
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
一
種

の
占
い
で
あ
ろ
う
。「
茄
ヲ
嫁
ス
ル
之
術
」
は
茄
子
を
多
く
実
ら
せ
る
術
で
、
花
が

咲
い
た
こ
ろ
に
そ
の
花
を
燃
や
し
て
灰
に
す
る
。
そ
の
灰
を
路
上
に
葉
の
形
に
ま
い

て
お
く
。
通
行
人
が
踏
む
と
、
茄
子
が
多
く
実
る
と
い
う
も
の
で
、
ま
じ
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
神
仙
戯
術
』
と
、
そ
れ
を
模
範
と
し
た
『
続
神
仙
戯
術
』
で

は
、
種
や
仕
掛
け
を
用
い
て
不
思
議
な
現
象
を
見
せ
る
娯
楽
と
し
て
の
手
品
と
、
ま

じ
な
い
等
の
情
報
を
混
在
さ
せ
て
い
る
。
手
品
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て
『
神
仙
戯

術
』
は
日
本
最
古
の
文
献
と
し
て
貴
重
で
あ
る
が
、
手
品
以
外
の
情
報
も
多
い
た

め
、
松
山
光
伸
は
「
奇
術
書
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
面
白
実
用
豆
本
」
と
形
容
し
て

い
る
）
10
（

。
続
編
の
『
続
神
仙
戯
術
』
に
つ
い
て
は
、
山
本
慶
一
が
「
漢
籍
諸
書
か
ら
の

書
抜
き
寄
せ
集
め
で
、
内
容
は
得
る
所
が
少
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。

　

た
し
か
に
、
手
品
の
専
門
書
と
し
て
眺
め
た
場
合
、
正
続
『
神
仙
戯
術
』
は
余
計

な
情
報
に
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
本
場
中
国
に
お
い
て
、
戯
術
あ
る
い
は
戯
法
と

は
、
元
来
こ
う
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
手
品
の
文
献
は

少
な
く
、『
神
仙
戯
術
』
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
有
名
な
も
の
に
、
清
末
の
唐
再
豊
著

『
鵝
幻
彙
編
』
が
あ
る
）
12
（

。
こ
の
書
で
は
演
目
を
「
手
法
門
」「
糸
法
門
」「
彩
法
門
」

「
搬
運
門
」「
薬
法
門
」「
符
法
門
」
の
六
種
に
分
類
し
て
い
る
。
は
じ
め
の
四
部
門

は
ト
リ
ッ
ク
や
か
ら
く
り
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
通
常
の
手
品
と
し
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
残
り
の
二
部
門
は
「
薬
法
門
」（
薬
品
を
使
っ
た
も
の
で
、
化

学
的
）「
符
法
門
」（
護
符
を
使
う
な
ど
し
て
行
う
呪
術
）
で
あ
る
。
中
国
で
は
い
わ

ゆ
る
手
品
と
薬
学
、
そ
し
て
ま
じ
な
い
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
文
献

に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、『
神
仙
戯
術
』
の
和
訳
者

だ
っ
た
人
物
は
、
中
国
人
の
も
の
の
考
え
方
、
す
な
わ
ち
呪
術
と
奇
術
、
さ
ら
に
医

術
を
細
か
く
分
け
る
の
で
は
な
く
、
一
体
と
し
て
扱
う
と
い
う
発
想
を
学
ん
だ
に
相

違
な
い
。
続
編
『
続
神
仙
戯
術
』
も
、
正
編
同
様
、
手
品
や
ま
じ
な
い
、
薬
の
使
い

方
な
ど
を
別
々
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
関
連
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い

る
。

　

そ
も
そ
も
、『
神
仙
戯
術
』
と
い
う
書
物
の
題
名
そ
の
も
の
も
興
味
深
い
。
中
国

で
は
、
仙
薬
と
さ
れ
る
薬
品
を
服
用
す
る
と
仙
人
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
さ

ら
に
、
仙
人
は
、
人
々
に
薬
効
の
高
い
薬
を
人
々
に
提
供
し
て
救
済
し
た
り
、
術
と

予
言
能
力
を
持
っ
て
、
自
然
災
害
か
ら
人
を
守
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
国
の

仙
人
は
、
生
命
を
救
済
す
る
と
し
て
、
祀
ら
れ
、
信
仰
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
13
（

。
つ
ま

り
、
中
国
的
な
考
え
に
よ
る
と
、
仙
人
と
は
、
薬
学
や
呪
術
に
通
じ
た
神
秘
的
な
存

在
で
あ
り
、
神
仙
戯
術
な
る
書
物
の
名
も
、
そ
う
し
た
仙
人
観
を
反
映
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
現
在
「
手
品
」
と
み
な
す
種
や
仕
掛
け
に
よ
っ
て
不
思
議
な
現

象
を
見
せ
る
遊
び
を
も
、
仙
界
の
術
の
一
つ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
中
国
の
手
品
観
は
、
日
本
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、

正
続
『
神
仙
戯
術
』
以
後
、
明
治
末
年
に
至
る
ま
で
木
版
和
装
の
伝
授
本
が
お
よ
そ

一
五
〇
種
ほ
ど
刊
行
さ
れ
た
が
、
初
期
の
手
品
本
に
は
、
麗
々
し
い
序
文
が
書
か
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
手
品
を
仙
界
の
秘
技
密
法
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
く
も
の
も

あ
り
、
当
時
の
手
品
観
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、『
唐
土
秘
事
海
』
は

夫
レ
秘
を
秘
と
す
る
ハ
、
誠
の
秘
に
あ
ら
す
。
不
秘
の
秘
、
是
妙
秘
也
。
其
秘

也
、
明
知
の
な
す
所
に
し
て
、
疑
怪
に
よ
て
、
其
至
知
を
究
む
。
故
に
其
及
と

及
ざ
る
の
二
ツ
有
て
、
不
知
の
知
、
知
の
不
知
あ
り
。
今
也
、
撰
ず
る
所
の
怪

術
ハ
、
山
海
経
の
海
内
北
経
に
曰
、
蓬
丘
山
あ
り
、
一
名
ハ
雲
萊
と
い
ふ
東
海

の
内
に
あ
り
。
高
さ
一
千
里
、
北
の
広
さ
三
千
里
、
金
台
玉
闕
あ
り
。
こ
れ
神

仙
の
都
、
上
帝
遊
息
の
地
に
し
て
、
乾
坤
の
諸
仙
等
此
所
に
集
て
、
九
節
の
菖

蒲
酒
に
酔
て
奇
怪
を
な
せ
し
数
巻
、
ふ
し
ぎ
の
古
笥
よ
り
出
し
ま
ゝ
、
古
い
事

な
が
ら
桜
木
に
う
つ
さ
ハ
、
一
笑
の
舌
打
な
ら
ん
と
、
筆
を
な
ら
ぶ
る
事
左
の

こ
と
し
）
14
（

と
い
う
。
中
国
の
仙
人
の
秘
術
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、
そ
の
著
者
名

と
は
「
環
中
仙
」
で
あ
る
。
こ
の
人
物
・
多
賀
谷
環
中
仙
は
、
尾
張
の
人
で
名
を
不

破
仙
九
郎
と
い
い
、
京
都
に
住
み
、
環
中
に
あ
っ
た
の
で
環
中
仙
と
号
し
、『
唐
土

秘
事
海
』
の
他
、『
珍
術
さ
ん
げ
袋
』
な
ど
の
手
品
本
や
、
か
ら
く
り
の
謎
解
き
本

『
璣
訓
蒙
鑑
草
』
を
書
い
た
人
物
で
あ
る
。
漢
方
医
で
算
法
に
通
じ
、『
初
心
算
法
早

伝
授
』
な
ど
の
著
書
も
あ
る
。
馬
場
信
武
同
様
、
環
中
仙
も
医
者
で
あ
っ
た
。
こ
こ

に
も
、
医
療
と
手
品
と
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
伝
授
本
の
作
者
が
、
自
ら
を
仙

人
に
擬
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
意
し
た
い
。

　

以
上
の
如
く
、
江
戸
期
の
手
品
は
、
仙
人
た
ち
の
秘
術
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
た
ち
が
仙
人
と
し
て
祀
ら
れ
信
仰
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
本
の
題
名
に
、
し
ば
し
ば
「
仙
術
」「
仙
曲
」
と
い
っ
た
「
仙
」

の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
当
時
の
手
品
観
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
じ
な

い
や
占
い
が
手
品
と
と
も
に
並
べ
ら
れ
る
の
は
、
明
治
期
の
手
品
本
に
も
み
ら
れ

る
現
象
だ
）
15
（

。
ま
た
、
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
に
渋
江
保
が
西
洋
の
奇
術
書
を

『
魔
術
』
の
題
名
で
翻
訳
し
た
時
、
筆
名
を
「
羽
化
仙
人
」
と
し
た
例
も
あ
り
、
こ

こ
で
も
手
品
と
仙
界
が
結
び
つ
く
。
以
上
の
よ
う
に
、
過
去
の
日
本
人
に
と
っ
て
手

品
と
は
、
ま
じ
な
い
な
ど
と
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
る
、
仙
術
の
如
き
も
の
で
あ
っ

た
。

❷
秘
術
を
本
に
す
る
時
代

　

正
続
『
神
仙
戯
術
』
を
考
え
る
う
え
で
、
比
較
文
化
的
な
観
点
か
ら
興
味
深
い
の

は
、
英
国
の
事
例
で
あ
る
。
日
本
で
『
神
仙
戯
術
』
が
刊
行
さ
れ
る
の
に
先
立
ち
、

一
五
八
四
年
の
英
国
で
はReginald Scot

（
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
ス
コ
ッ
ト
）
が
著
書

で
手
品
の
解
説
を
試
み
た
。
彼
は
、
著
書　

D
iscoveries of W

itchcraft 

（『
魔
術

の
暴
露
』）
で
、
お
よ
そ
五
十
種
の
手
品
の
解
説
を
し
て
い
る
）
16
（

。
ス
コ
ッ
ト
自
身
は
、

プ
ロ
の
マ
ジ
シ
ャ
ン
で
は
な
く
、
教
養
あ
る
農
場
経
営
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
現
役
の

フ
ラ
ン
ス
人
奇
術
師
か
ら
技
術
を
習
得
し
、
著
作
に
お
い
て
種
明
か
し
を
行
っ
た
。

　

ス
コ
ッ
ト
の
『
魔
術
の
暴
露
』
は
、
そ
の
題
名
に
あ
る
と
お
り
、
魔
術
と
さ
れ
て

い
る
現
象
を
暴
露
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
、
悪
魔
学
の
書
物
で
あ
る
。
悪
魔
学
と

い
っ
て
も
、『
魔
術
の
暴
露
』
で
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
悪
魔
や
魔
女
や
魔
法
使
い

と
手
品
は
無
関
係
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
当
時
は
魔
女
狩
り
の
時
代
で
、
悪
魔
や

魔
女
は
実
在
の
存
在
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
手
品
は
悪
魔
の
用
い
る
恐
ろ
し
い
術
と

し
て
危
険
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
、
ス
コ
ッ
ト
は
、
不
思
議
な

現
象
を
行
う
人
間
が
魔
女
や
魔
法
使
い
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
た
。
そ
れ
を

証
明
す
る
た
め
に
、
プ
ロ
の
手
品
師
の
芸
を
調
査
し
、
自
ら
練
習
ま
で
し
た
。
さ
ら

に
、
手
品
の
種
明
か
し
を
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
で
生
計
を
立
て
て
い
る
プ
ロ
の
芸

能
人
の
仕
事
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
を
心
配
し
つ
つ
、『
魔
術
の
暴
露
』
を
の
こ
し
た
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の
で
あ
っ
た
。

　

手
品
の
神
秘
性
を
否
定
し
、
い
か
に
魔
法
と
無
縁
で
あ
る
か
を
説
明
し
た
『
魔
術

の
暴
露
』
が
、
英
国
に
お
け
る
最
古
の
手
品
本
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、

『
神
仙
戯
術
』
を
見
よ
う
。
す
る
と
、
同
じ
手
品
本
と
は
い
っ
て
も
、
仙
人
の
術
で

あ
る
こ
と
を
標
榜
す
る
中
国
や
日
本
と
の
発
想
の
違
い
に
気
づ
く
。
魔
術
否
定
と
い

う
意
図
を
も
っ
た
『
魔
術
の
暴
露
』
は
緊
張
感
に
満
ち
て
い
る
の
に
対
し
、
正
続

『
神
仙
戯
術
』
は
、
き
わ
め
て
雑
然
と
し
て
い
る
。
後
者
は
思
想
性
が
な
く
、
遊
興

的
で
あ
り
、
な
お
か
つ
断
片
的
と
い
え
る
。

　

さ
て
、『
神
仙
戯
術
』
が
作
ら
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
ま
じ
な
い
の
本
の
刊
行

も
始
ま
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
般
向
け
に
出
さ
れ
た
ま
じ
な
い
の
本
と
し

て
、
お
そ
ら
く
最
初
の
も
の
は
『
咒
詛
調
法
記
』（
元
禄
十
二
年　

一
六
九
九　

以

下
、『
咒
詛
』
と
略
す
）
で
あ
る
。
同
書
に
収
録
さ
れ
た
二
三
一
項
目
の
う
ち
に
は
、

生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
ま
じ
な
い
（
呪
文
や
呪
歌
、
呪
符
や

守
な
ど
の
図
や
絵
）
の
ほ
か
、
病
気
や
ケ
ガ
に
関
す
る
民
間
療
法
も
収
録
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
元
禄
十
四
（
一
七
〇
一
）
年
に
は
、
続
編
と
し
て
『
陰
陽
師
調
法

記
』（
以
下
、『
陰
陽
師
』
と
略
す
）
が
出
さ
れ
、
一
三
二
項
目
が
お
さ
め
ら
れ
た
。

安
永
十
（
一
七
八
一
）
年
に
は
前
著
を
整
理
し
て
目
録
を
つ
け
た
『
増
補
呪
詛
調
法

記
大
全
』（
以
下
、『
増
補
』
と
略
す
）
が
、
天
保
十
三
（
一
八
四
二
）
年
に
は
『
増

補
呪
詛
調
法
記
大
全
』
を
も
と
に
家
事
の
手
引
を
加
え
た
『
新
撰
呪
詛
調
法
記
大

全
』（
以
下
、『
新
撰
』
と
略
す
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
民
俗
学
の
小
池
淳
一
は
、『
咒

詛
』
を
分
析
し
、「
江
戸
時
代
は
医
療
と
ま
じ
な
い
と
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
っ
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
）
17
（

。

　

筆
者
は
手
品
本
の
内
容
か
ら
し
て
、
江
戸
時
代
は
医
療
と
ま
じ
な
い
の
み
な
ら

ず
、
手
品
と
占
い
な
ど
の
境
界
も
曖
昧
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
本
の
書
き
手

の
人
物
像
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
い
え
る
と
考
え
る
。『
続
神
仙
戯
術
』
続
編
の
編

著
者
馬
場
信
武
は
医
者
で
、
医
業
の
か
た
わ
ら
卜
占
書
を
著
し
、
中
国
的
な
占
術
知

識
の
普
及
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
の
和
解
・
俗
解
し
た
卜

占
書
は
実
用
性
が
高
く
、
占
い
を
生
業
と
し
た
人
々
（
陰
陽
師
ら
）
に
利
用
さ
れ
た

と
い
う
）
18
（

。
か
く
の
ご
と
く
、
当
時
は
医
療
も
占
い
も
手
品
も
ま
じ
な
い
も
有
機
的
な

連
関
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
情
報
は
著
作
を
通
じ
て
世
間
に
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
こ
の
点
を
、
私
は
重
視
し
た
い
と
思
う
。

　

こ
こ
で
再
び
海
外
に
目
を
や
り
、
文
化
人
類
学
者
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が

『
構
造
人
類
学
』
の
中
で
出
し
て
い
る
事
例
を
思
い
出
す
こ
と
に
し
よ
う
）
19
（

。
カ
ナ
ダ

の
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ヴ
ァ
ー
地
域
の
ケ
サ
リ
ー
ド
と
い
う
男
が
、
呪
術
師
に
弟
子
入
り
す

る
。
呪
術
師
の
力
を
信
じ
な
い
彼
は
、
そ
の
種
明
か
し
を
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

じ
じ
つ
、
彼
が
教
え
ら
れ
た
の
は
「
無
言
劇
と
奇
術
と
経
験
的
知
識
の
奇
妙
な
混

合
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
ケ
サ
リ
ー
ド
が
行
っ
た
術
が
成
功

し
、
患
者
の
病
気
は
治
る
。
結
果
と
し
て
、
彼
は
呪
術
師
と
し
て
有
名
に
な
り
、
他

の
呪
術
師
と
術
く
ら
べ
を
し
て
、
勝
利
す
る
。
敗
北
し
た
ラ
イ
バ
ル
は
、
ケ
サ
リ
ー

ド
に
術
の
秘
密
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
す
る
が
、
拒
ま
れ
、
不
幸
な
こ
と
に
発

狂
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
医
療
と
手
品
が
混
合
し
た
形

で
呪
術
師
の
管
理
下
に
あ
る
。
術
の
秘
密
は
呪
術
師
以
外
に
は
決
し
て
知
ら
さ
れ
な

い
の
だ
。
呪
術
の
力
を
信
じ
な
か
っ
た
ケ
サ
リ
ー
ド
は
合
理
的
な
思
考
を
す
る
人
物

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
当
人
が
強
力
な
呪
術
師
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
以
上
、

当
該
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
自
分
の
術
が
イ
ン
チ
キ
だ
と
い
う
こ
と
は
で

き
ず
、
秘
密
を
守
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
専
門
家

の
秘
密
は
常
に
秘
密
と
し
て
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
神
仙
戯
術
』
が
世
に
出
た
頃
の
、
元
禄
頃
の
日
本
で
も
、
医
療
と
ま
じ
な
い
、

そ
し
て
娯
楽
の
境
界
は
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
た
。
当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
も
、

「
無
言
劇
と
奇
術
と
経
験
的
知
識
の
奇
妙
な
混
合
」
と
い
う
べ
き
秘
術
が
あ
ま
た
存

在
し
た
に
違
い
な
い
。
奇
術
も
呪
術
も
占
術
も
医
術
も
、
神
秘
的
な
現
象
を
操
る
秘

術
と
み
れ
ば
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
秘
術
は
、
元
来
専
門
家
集
団
が
管
理
す
る
も

の
で
、
日
本
に
お
い
て
も
元
々
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
我
が
国
の
場
合
、
十

七
世
紀
後
半
か
ら
諸
々
の
秘
術
は
出
版
物
を
通
じ
て
公
開
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ



［秘術の公開］……横山泰子

る
。『
咒
詛
』
を
見
れ
ば
、
お
守
り
を
作
る
方
法
や
、
ま
じ
な
い
の
し
ぐ
さ
、
呪
文

な
ど
が
、『
神
仙
戯
術
』
を
め
く
れ
ば
、
ま
じ
な
い
の
他
、
多
く
の
手
品
の
仕
掛
け

が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
さ
ら
に
は
一
般
人
が
手
引
書
「
元
三
大
師
籤

本
」
を
見
て
、
自
分
自
身
の
た
め
に
お
み
く
じ
を
引
き
、
運
勢
を
占
う
こ
と
も
可
能

と
な
っ
た
）
20
（

。
ま
じ
な
い
本
や
手
品
本
、
占
い
本
等
の
文
献
が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
る
十

七
世
紀
後
期
を
、
日
本
に
お
け
る
秘
術
公
開
時
代
の
幕
開
け
と
考
え
て
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
と
思
う
）
21
（

。

　

も
っ
と
も
、
い
か
に
秘
術
を
本
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
字
を
読
め
な
い
人
間
に
と
っ

て
、
文
字
で
記
さ
れ
た
事
柄

は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ

る
。
本
に
よ
る
秘
術
の
公
開

と
い
っ
て
も
、
そ
の
秘
術
を

知
る
に
は
ま
ず
字
が
読
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
識

字
率
の
問
題
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
こ
こ
に
示
し
た
グ

ラ
フ
1
（
全
国
寺
子
屋
創
立

年
代
）
は
、
家
相
書
研
究
の

宮
内
貴
久
の
制
作
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

寺
子
屋
の
数
は
明
和
安
永
頃

か
ら
漸
増
し
、
天
明
寛
政
期

に
飛
躍
的
に
増
加
、
文
化
文

政
期
に
激
増
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
十
七
世
紀
か
ら
民
衆

の
識
字
率
は
向
上
し
、
十
九

世
紀
に
か
け
て
、
字
を
読
め

る
層
が
飛
躍
的
に
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
識
字
率
の
向
上
は
、
出
版
文
化
と

も
関
係
し
て
い
る
。
グ
ラ
フ
2
は
、
国
書
総
目
録
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
橋
口
候
之
介

が
作
っ
た
「
江
戸
時
代
の
書
物
成
立
数
」
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
書
物
の

数
が
確
実
に
右
肩
上
が
り
で
増
大
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
十
七
世
紀
後
半
の
秘
術
公

開
開
始
の
頃
か
ら
百
年
ほ
ど
た
っ
た
十
八
世
紀
後
半
以
後
、
江
戸
時
代
後
期
の
社
会

に
お
い
て
は
、
活
字
化
さ
れ
た
秘
術
情
報
を
読
ん
で
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
々

が
増
え
た
と
推
測
で
き
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
手
品
解
説
書
の
変
容
に
問
題
を
絞
っ
て
み
よ
う
）
22
（

。
前
述
し

た
よ
う
に
、
元
禄
の
『
神
仙

戯
術
』
か
ら
日
本
の
手
品
本

の
歴
史
は
始
ま
り
、
優
れ
た

本
が
次
々
と
作
ら
れ
、
寛
政

頃
ま
で
が
黄
金
時
代
と
さ
れ

る
（
第
一
期
）。
こ
の
頃
の

本
は
、
上
下
あ
る
い
は
上
中

下
三
冊
の
贅
沢
な
造
り
で
、

値
も
高
く
、
裕
福
な
商
人
層

し
か
買
え
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
第
二
期
は
文
化
文

政
頃
か
ら
江
戸
末
期
に
及
ぶ

時
期
で
、
手
品
本
が
一
冊
に

な
り
小
型
化
す
る
。
第
二
期

の
本
は
、
価
格
を
下
げ
て
多

く
の
読
者
を
対
象
と
し
て
お

り
、
手
品
趣
味
が
社
会
に
よ

り
広
ま
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。

グラフ 2　「江戸時代の書物成立数」
橋口候之介『続和本入門』平凡社　2007年より転載

グラフ 1　「全国寺子屋創立年代」
宮内貴久『風水と家相の歴史』吉川弘文館　2009年より転載
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第
二
期
の
本
は
、
内
容
的
に
は
第
一
期
本
の
焼
き
直
し
が
多
く
、
解
説
も
簡
略
化

さ
れ
て
い
る
の
で
、
総
じ
て
読
み
応
え
は
な
く
な
る
。
奇
術
研
究
と
い
う
点
で
は
、

第
二
期
は
見
る
べ
き
も
の
の
少
な
い
時
代
と
認
識
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。
こ
の
時

期
の
も
の
は
、
手
品
好
き
の
金
持
ち
と
い
う
限
定
さ
れ
た
読
者
で
は
な
く
、
よ
り
一

般
の
人
々
の
興
味
や
関
心
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
第
一
期
よ
り

も
手
品
以
外
の
ま
じ
な
い
等
の
情
報
を
増
や
し
、
い
よ
い
よ
雑
然
と
し
た
印
象
を
与

え
る
。
次
節
で
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

❸
様
々
な
ま
じ
な
い

　

江
戸
期
の
伝
授
本
の
う
ち
、
最
も
多
く
刷
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
施
本
『
秘

事
百
撰
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
刊
で
、
最
初
は
施
本
と
し

て
功
徳
の
た
め
に
無
料
で
配
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
著
者
智
徳
斎
は
漢
方
医

で
、
本
名
を
船
越
敬
祐
と
い
う
。
伯
州
米
子
か
ら
大
坂
へ
出
て
医
業
に
励
ん
だ
。
百

カ
条
の
項
目
の
う
ち
、
手
品
は
三
十
八
種
で
、
そ
の
他
は
料
理
、
呪
い
、
妙
術
、
秘

事
、
便
法
な
ど
を
取
り
混
ぜ
て
い
る
。『
秘
事
百
撰
）
23
（

』
に
も
ま
じ
な
い
が
載
っ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　
『
秘
事
百
撰
』（
以
下
、『
秘
事
』
と
略
す
）
に
は
歯
痛
の
時
の
対
処
法
と
し
て
、

「
東
を
向
い
た
桃
の
枝
を
取
っ
て
楊
枝
に
削
り
、
痛
む
歯
に
「
南
」
と
い
う
字
を
三

度
書
き
、
歯
で
楊
枝
を
く
わ
え
、
あ
び
ら
う
ん
け
ん
そ
わ
か
と
三
度
唱
え
る
」
と
い

う
呪
術
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
児
の
疳
の
虫
に
つ
い
て
、『
秘
事
』
で
は

「
よ
き
晴
天
の
巳
の
時
に
白
胡
麻
の
油
を
手
の
甲
指
額
に
塗
、
日
輪
に
向
て
、
居
ら

し
め
手
を
合
さ
せ
て
、
我
が
口
の
う
ち
に
て　

小
松
か
き
わ
け
出
る
月　

其
下
か
げ

に
と
る
ぞ
か
ん
の
む
し　

と
よ
む
べ
し
。
一
時
す
ぎ
て
白
髪
の
様
な
る
虫
多
く
出
る

な
り
。
目
に
入
ぬ
様
に
直
に
と
る
べ
し
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
秘
事
』
の
「
焼
火
箸

を
手
に
て
し
ご
く
法
」
は
「
こ
ふ
こ
ふ
白
狐
と
三
度
よ
み
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ

と
三
度
唱
へ
手
に
息
を
吹
き
か
け
火
ば
し
を
す
こ
く
な
り　

手
や
け
ず
あ
つ
き
事
な

し　

此
法
を
み
だ
り
に
行
へ
ば
ば
ち
を
う
く
る
な
り　

狐
つ
き
な
ど
を
お
そ
ら
か
し

て
落
す
に
は
よ
ろ
し
」
と
書
い
て
あ
る
。
焼
火
箸
に
触
れ
て
も
火
傷
を
し
な
い
で
す

む
呪
文
が
、
狐
つ
き
に
も
有
効
だ
と
い
う
の
だ
。

　

こ
う
し
た
ま
じ
な
い
の
情
報
の
源
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。
試
み
に
『
秘
事
』
に

お
さ
め
ら
れ
た
呪
術
の
記
事
が
、
他
の
ま
じ
な
い
本
の
記
述
と
重
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
を
検
討
し
て
み
る
。
虫
歯
の
対
処
法
を
み
る
と
、『
咒
詛
』
で
は
符
を
飲
む
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、『
秘
事
』
と
は
異
な
る
が
、『
陰
陽
師
』『
増
補
』
で
は
、
桑
の

木
を
楊
枝
に
削
っ
て
口
に
く
わ
え
、
真
言
を
唱
え
る
と
い
う
も
の
で
、『
秘
事
』
に

似
て
い
る
。
ま
た
、
人
喰
犬
に
対
す
る
呪
い
と
し
て
、『
秘
事
』
で
は
「
我
は
虎
、

い
か
に
な
く
と
も
犬
は
犬
、
獅
子
の
歯
が
み
を
お
そ
れ
ざ
ら
め
や
」
と
い
う
呪
歌
を

と
な
え
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
も
の
が
『
咒
詛
』『
増
補
』『
新

撰
』
に
載
っ
て
お
り
、
当
時
は
か
な
り
知
ら
れ
た
呪
文
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
喉
に
魚
の
骨
が
立
っ
た
時
は
、『
秘
事
』
は
「
九
龍
化
骨
守
護
身
」
と

い
う
呪
文
を
杯
の
な
か
へ
書
き
、
水
で
飲
む
ま
じ
な
い
を
紹
介
す
る
。『
咒
詛
』『
増

補
』
で
は
異
な
る
呪
文
、『
陰
陽
師
』『
新
撰
』
で
は
『
秘
事
』
と
似
た
し
ぐ
さ
を
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
秘
事
』
に
は
や
け
ど
の
際
に
は
「
猿
沢
の
池
の
ほ
と
り
に
あ
り
け
る
が
、

あ
じ
ろ
の
入
道
を
ふ
て
こ
そ
い
れ
と
い
う
歌
を
三
度
よ
み
、
や
け
ど
の
所
を
口
に
て

吹
く
ま
ね
を
三
度
し
て
、
ま
た
そ
の
所
を
足
に
て
ふ
む
ま
ね
を
三
度
す
べ
し
」
と
あ

る
が
、
こ
れ
と
同
じ
内
容
が
『
陰
陽
師
』
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
政
十

年
の
『
秘
事
』
の
ま
じ
な
い
は
、
呪
術
の
本
と
一
部
内
容
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　

ま
た
、
著
者
智
徳
斎
が
周
辺
の
宗
教
者
か
ら
直
接
呪
術
を
伝
授
さ
れ
た
可
能
性
も

あ
る
と
思
う
。
智
徳
斎
は
漢
方
医
船
越
敬
祐
と
さ
れ
、
船
越
敬
祐
名
義
の
医
書
に
、

『
妙
薬
奇
覧
』（
文
政
十
年　

一
八
二
七
）、『
黴
毒
軍
談
』（
天
保
九
年　

一
八
三
八
）、

『
黴
毒
茶
談
』（
天
保
十
四
年　

一
八
四
三
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
の
執
筆
の

た
め
、
四
方
に
漫
遊
し
、
多
様
な
民
間
療
法
を
学
ん
だ
船
越
が
、
修
験
の
医
療
文
化
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と
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。『
秘
事
』
の
ま
じ
な
い
の
記
事
は
、
先
行

す
る
呪
術
書
の
引
用
や
孫
引
き
、
そ
し
て
修
験
者
か
ら
の
伝
承
な
ど
が
混
ざ
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
『
秘
事
』
の
他
、
挿
絵
の
面
白
い
『
妙
術
智
恵
鑑
』（
著
者
不
明
、
江
戸
末
期
）
も

見
て
お
こ
う
。
こ
の
書
に
は
、「
相
生
茶
碗
の
傳
」
の
よ
う
な
手
品
も
含
ま
れ
て
い

る
が
、
ま
じ
な
い
な
ど
生
活
情
報
も
載
っ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
よ
う
。「
鼠
の
出
ぬ

伝
」
は
、「
鼠
一
匹
生
け
捕
り
に
し
て
か
な
あ
み
の
箱
へ
入
れ
置
く
べ
し
」
と
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
見
せ
し
め
作
戦
で
、
仲
間
の
鼠
を
追
い
払
う
も
の
で
あ
る
。『
続
神
仙
戯

術
』
で
は
、
鼠
の
天
敵
（
猫
）
の
作
り
物
を
置
い
て
撃
退
す
る
方
法
が
紹
介
さ
れ
て

い
た
が
、
ど
ち
ら
の
方
法
も
現
代
で
も
生
き
物
の
駆
除
に
使
わ
れ
う
る
普
遍
性
が
あ

る
よ
う
に
思
う
。「
耳
だ
れ
の
妙
薬
」（
図
1
）
は
「
せ
み
の
ぬ
け
が
ら
を
黒
焼
き
に

し
て
胡
麻
の
油
に
溶
き
、
耳
に
つ
け
よ
」
と
い
う
も
の
だ
）
24
（

。

　

ま
じ
な
い
の
中
か
ら
、
歌
の
力
を
期
待
す
る
も
の
を
見
て
み
よ
う
。
恋
愛
の
成
就

に
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
呪
歌
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。「
お
も
ふ
人
を
ゆ
め
に
見

る
で
ん
」（
お
も
ふ
事　

こ
の
ま
ま
つ
げ
よ　

ま
く
ら
が
み　

わ
が
こ
ろ
も
で
を
か

へ
し
て
ぞ
ね
る　

を
と
な
え
て
着
物
を
か
え
し
て
寝
る
）「
こ
ゑ
な
く
し
て
人
を
よ

ぶ
で
ん
」（
こ
ひ
し
さ
に
ひ
と
り
こ
が
れ
て
ゐ
る
み
を
ば　

は
や
く
も
さ
と
れ　

つ

げ
の
さ
し
ぐ
し　

と
い
う
歌
を
よ
み
、
蛙
を
逆
さ
に
つ
る
）
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

　
「
女
ほ
れ
る
で
ん
」
は
墓
場
の
柳
の
葉
を
取
り
、「
こ
ひ
す
て
ふ　

わ
が
な
は
い
ま

だ
た
ち
に
け
り　

人
し
れ
ず
こ
そ
お
も
ひ
そ
め
し
か
」
と
い
う
歌
を
三
度
書
き
、
ま

る
め
て
真
綿
に
く
る
み
、
女
性
が
気
づ
か
ぬ
よ
う
に
た
も
と
へ
入
れ
る
と
い
う
も

の
。
歌
と
は
、
本
来
声
に
出
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
こ
の
ま
じ
な
い
で
は

三
度
「
書
く
」
の
で
あ
る
。
呪
歌
を
と
も
な
っ
た
ま
じ
な
い
は
、
社
会
に
お
け
る
識

字
率
と
関
係
な
く
、
口
頭
で
伝
承
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
口
に

出
す
行
為
以
上
に
、
書
く
行
為
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。『
妙
術
智
恵
鑑
』
に
お
け
る
、

書
記
行
為
の
重
視
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
運
を
強
く
す
る
お
守
り
の
作
り

方
と
し
て
、
半
紙
を
九
つ
に
折
っ
て
切
り
、
そ
の
う
ち
の
八
つ
に
「
き
じ
の
い
へ　

あ
し
の
ふ
る
す
へ　

た
ち
出
て　

ま
た
た
ち
か
へ
る　

あ
し
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う

歌
を
書
い
て
焼
く
。
そ
の
灰
で
残
り
一
枚
に
同
じ
歌
を
書
い
て
護
符
に
す
る
術
が
紹

介
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
、
歌
を
書
く
行
為
が
で
き
な
け
れ
ば
、
お
守
り
が
作
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
歌
の
呪
力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
歌
を
書
記
す
る
と
い
う
行
為
、
す

な
わ
ち
字
を
書
く
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

漢
字
の
力
に
頼
る
も
の
も
あ
る
。
安
産
の
ま
じ
な
い
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の

は
、「
盃
の
中
へ
人
が
見
な
い
よ
う
に
伊
勢
の
二
文
字
を
か
き
、
清
い
水
で
飲
む
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
図
2
）。
人
に
隠
れ
て
字
を
書
き
飲
み
こ
む
と
い
う
ま
じ
な

い
は
、
行
為
者
自
身
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
実
行
で
き
な
い
。
し
か
も
、

こ
の
場
合
の
字
は
、
仮
名
で
は
な
く
て
漢
字
で
あ
る
た
め
、
難
易
度
が
高
い
。
さ
ら

に
、
安
産
の
ま
じ
な
い
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
は
妊
婦
＝
女
性
で
あ
る
。
挿
絵
も
盃

図 1　『妙術智恵鑑』
東北大学附属図書館狩野文庫蔵
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に
字
を
書
く
女
性
の
姿
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ま
じ
な
い
は
、
漢
字
が
書
け
る
女

性
の
た
め
の
ま
じ
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歌
を
と
な
え
る
ま
じ
な
い
と
、
文
字
を
書
く
ま
じ
な
い
が
両
方

存
在
し
、
と
も
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
様
子
が
伝
授
本
に
は
み
え
る
。『
妙
術
智
恵

か
が
み
』
に
は
、
眠
気
の
出
ぬ
伝
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
技
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
賦
」
の
字
を
紙
に
書
き
、
鼠
の
糞
を
三
つ
包
み
、
へ
そ
の
上
に
置
く
と
眠
く
な
ら

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。「
賦
」
の
字
を
書
く
行
為
を
伴
う
ま
じ
な
い
は
、
他
の
文

献
で
も
し
ば
し
ば
見
か
け
る
。『
秘
事
』
で
も
、「
諸
人
船
に
よ
は
ざ
る
呪
い
」
と
し

て
二
種
の
ま
じ
な
い
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、「
船
の
中
に
賦
の
字
を
書
き
、

武
の
て
ん
を
人
の
額
に
う
つ
べ
し　

少
し
も
よ
は
ざ
る
事
奇
妙
な
り
」
で
、
こ
こ
で

も
「
賦
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
船
に
片
足
乗
り

か
け
た
時
、「
な
が
き
よ
の　

と
お
の
ね
む
り
の
み
な
め
ざ
め　

な
み
の
り
ふ
ね
の

お
と
の
よ
き
か
な
」
と
三
度
よ
み
て
乗
る
べ
し
と
い
う
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
呪
歌
を

使
う
方
法
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
「
賦
」
の
字
な
の
だ
ろ
う
か
。
試
み
に
手
元
の
漢
和
辞
典

『
新
字
源
』
で
「
賦
」
を
調
べ
て
み
る
と
、「
詩
歌
を
作
る
」「
と
な
え
る
。
う
た
う
。

詩
歌
を
と
な
え
る
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、「
賦
」
の
字
を
書
く
ま

じ
な
い
行
為
に
は
、
も
と
も
と
詩
歌
を
作
る
あ
る
い
は
唱
え
る
と
い
う
行
為
が
付
随

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
い
。

　

眠
く
な
ら
な
い
ま
じ
な
い
は
、
先
行
の
ま
じ
な
い
書
に
も
既
に
色
々
な
例
が
あ

り
、
例
え
ば
『
咒
詛
』
で
は
、「
左
の
手
に
大
の
字
を
三
字
書
き
、
舌
で
な
め
る
」

と
い
う
行
為
を
行
い
、「
う
ち
と
け
て
も
し
も
ま
ど
ろ
む
事
あ
ら
ば　

ひ
き
お
と
ろ

か
せ　

わ
が
ま
く
ら
神
」
と
い
う
歌
を
三
度
読
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

『
陰
陽
師
』
で
は
「
人
丸
や
ま
こ
と
あ
か
し
の
う
ら
な
ら
ば　

わ
れ
に
も
見
せ
よ
人

丸
が
塚
」
と
い
う
歌
を
三
べ
ん
慎
み
詠
む
べ
し
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
後
続
の
ま

じ
な
い
本
に
も
繰
り
返
し
見
ら
れ
、
江
戸
期
に
は
知
ら
れ
た
ま
じ
な
い
だ
っ
た
よ
う

だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
眠
気
を
さ
ま
し
夜
起
き
て
い
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
古
く

は
呪
歌
が
と
な
え
ら
れ
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
歌
を
と

な
え
る
か
わ
り
に
そ
の
意
味
を
持
つ
漢
字
「
賦
」
を
書
く
方
法
が
考
案
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
書
く
し
ぐ
さ
、
そ
れ
自
体
の
呪
術
性
が
認
め
ら

れ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
）
25
（

。

　

専
門
家
集
団
の
管
理
下
に
あ
っ
た
ま
じ
な
い
が
江
戸
期
に
大
衆
化
す
る
、
そ
の
過

程
に
お
い
て
、
術
が
容
易
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
難
し
く
な
る
こ
と
は
考
え
難

い
。
俗
人
が
日
常
生
活
の
中
で
手
軽
に
実
行
で
き
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
へ
、
ま
じ
な

い
は
簡
略
化
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
ど
う
い
っ
た
行
為
が
手
軽
で
実
行
し
や

す
い
か
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
呪
歌
を
と
な
え
る
ま
じ
な
い
は
、
そ

の
歌
さ
え
記
憶
し
て
お
け
ば
文
字
を
知
ら
な
く
て
も
で
き
る
し
、
他
者
に
口
で
伝
え

る
こ
と
も
可
能
だ
。
そ
の
一
方
で
、
火
傷
の
時
に
船
酔
い
の
歌
を
よ
ん
で
も
効
果
を

期
待
で
き
な
い
よ
う
に
、
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
そ
の
つ
ど
思
い
出
す
能
力
（
記

図 2　『妙術智恵鑑』
東北大学附属図書館狩野文庫蔵
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憶
力
）
が
必
要
と
さ
れ
る
。
す
ぐ
れ
た
記
憶
力
が
あ
る
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
難

し
く
な
い
は
ず
の
歌
を
覚
え
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
、
別
の
人
に
と
っ
て
は
、
一
文

字
の
漢
字
を
書
く
よ
り
も
容
易
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
（
少
な
く
と
も
私
に
と
っ

て
は
、
呪
歌
を
暗
記
す
る
よ
り
は
、
本
を
見
な
が
ら
漢
字
を
書
く
方
が
楽
で
あ
る
）。

文
字
を
知
る
者
は
、
本
に
書
か
れ
た
ま
じ
な
い
の
方
法
を
読
ん
で
実
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
反
面
、
そ
の
能
力
ゆ
え
に
、
ま
じ
な
い
の
歌
を
覚
え
る
意
欲
や
能
力
を
喪
失

し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

江
戸
期
の
手
品
本
に
載
せ
ら
れ
た
ま
じ
な
い
は
、
呪
歌
を
伴
う
ま
じ
な
い
と
、
字

を
書
く
ま
じ
な
い
が
混
在
し
て
い
る
。『
秘
事
』
の
場
合
は
、
船
に
乗
る
時
に
字
を

書
く
か
呪
歌
を
よ
む
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
で
き
る
。
行
為
者
の
能
力
や
資
質
に
あ

わ
せ
て
ま
じ
な
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
江
戸
時
代
の
ま

じ
な
い
文
化
の
大
衆
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

あ
と
が
き　
　

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
呪
術
は
、
手
品
や
医
学
な
ど
と
深

く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
広
い
意
味
で
の
秘
術
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

秘
術
全
般
が
文
献
を
通
じ
て
大
衆
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
う
け
、
ま
じ
な
い
の
情
報

も
様
々
な
文
献
に
載
せ
ら
れ
た
。
筆
者
は
伝
授
本
を
主
に
対
象
と
し
て
検
討
し
て
き

た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
広
く
生
活
実
用
書
全
般
に
目
を
配
り
、
よ
り
多
く
の

ま
じ
な
い
を
採
取
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
中
国
と
の
比
較
検
討
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
中
国
の
文
献
を
範
と
し
て

出
発
し
た
江
戸
期
の
手
品
本
は
、
ま
じ
な
い
や
生
活
術
な
ど
の
情
報
を
ふ
ん
だ
ん
に

取
り
入
れ
な
が
ら
、
独
自
の
発
展
を
と
げ
て
い
っ
た
。『
続
神
仙
戯
術
』
の
降
雨
量

占
い
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
様
々
な
文
献
に
類
似
の
方
法
が
あ
る
よ
う
だ
）
26
（

。
ま
た
、

『
続
神
仙
戯
術
』
の
「
茄
子
を
多
く
実
ら
せ
る
術
」
は
、
中
国
の
『
酉
陽
雑
俎
』
巻

十
九
に
も
見
ら
れ
る
ま
じ
な
い
で
あ
る
が
、
江
戸
期
の
日
本
の
文
献
で
も
繰
り
返
し

見
ら
れ
る
。『
続
神
仙
戯
術
』
の
ほ
か
、『
男
女
重
宝
記
』
や
『
古
今
知
恵
枕
』
な
ど

に
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
著
者
た
ち
が
何
を
参
考
に
し
て
書

い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
献
を
通
じ
て
中
国
の
ま
じ
な
い
が
日
本
人
の
日
常

生
活
の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

ま
じ
な
い
は
、
行
為
者
の
日
常
生
活
上
の
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
外
国
の
ま
じ
な
い
を
輸
入
し
て
も
、
生
活
環
境
が
異
な
る
た
め
に
そ
の
ま
ま
の

形
で
は
使
え
ず
、
改
変
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。『
神
仙
戯
術
』
の
燕
が
来
な

く
な
る
ま
じ
な
い
は
、
鳳
凰
と
い
う
字
を
書
い
た
符
で
撃
退
す
る
も
の
だ
が
、
日
本

の
『
調
法
記
』
や
『
庶
民
秘
伝
重
宝
記
』
で
は
、「
つ
ば
め
来
ら
ざ
る
傳
」
と
し
て
、

燕
の
巣
の
ほ
と
り
に
「
戊
」
と
い
う
字
を
書
く
と
来
な
く
な
る
と
い
う
）
27
（

。
類
似
の
ま

じ
な
い
で
あ
る
が
、「
鳳
凰
」
で
は
な
く
「
戊
」
一
字
に
な
っ
て
い
る
。
漢
字
を
書

く
時
に
「
鳳
凰
」
と
「
戊
」
の
ど
ち
ら
が
簡
単
か
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
日
本

の
文
献
で
は
、
漢
字
を
簡
略
化
し
た
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、

『
神
仙
戯
術
』
の
蚤
な
ど
の
虫
の
駆
除
方
法
も
、
後
続
の
文
献
に
出
て
く
る
。『
秘

事
百
撰
』
三
篇
に
は
「
畳
の
下
へ
菖
蒲
を
敷
置
べ
し
」、『
妙
術
智
恵
か
が
み
』
で

は
「
菖
蒲
と
塩
を
床
下
へ
敷
き
置
く
べ
し
」
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
部
分
的
に

『
神
仙
戯
術
』
と
共
通
し
て
い
る
。

　

も
と
も
と
日
本
の
呪
術
文
化
は
、
古
来
中
国
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
き
た
わ

け
で
は
あ
る
が
、
両
国
の
比
較
研
究
の
必
要
性
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
。
と
は
い

え
、
筆
者
は
中
国
の
呪
術
、
呪
法
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
に
も
無
知
で
あ
り
、
識
者
の

ご
教
示
を
い
た
だ
き
た
く
思
う
。

註（
1
）　

ヴ
ェ
ル
コ
ー
ル
『
人
獣
裁
判
』
小
林
正
訳
、
白
水
社
、
一
九
五
三
年
、
二
〇
一
〜
二
〇
二

ペ
ー
ジ

（
2
）　

嶋
津
宣
史
「
護
符
と
神
棚
」
千
々
和
到
編
『
日
本
の
護
符
文
化
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
、

二
十
三
ペ
ー
ジ

（
3
）　

横
山
泰
子
「
素
人
の
演
出
す
る
怪
談
芸
―
江
戸
時
代
の
『
妖
怪
手
品
』
に
つ
い
て
」
服
部
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幸
雄
編
『
寛
政
期
の
前
後
に
お
け
る
江
戸
文
化
の
研
究
』
千
葉
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科

学
研
究
科
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
、「
明
治
の
妖
怪
手
品
」『
法
政
大
学
小
金
井
論
集
』
一
号
、

二
〇
〇
四
年
所
収
、「
妖
怪
を
作
り
出
す
江
戸
時
代
人
―
手
品
本
に
見
ら
れ
る
『
妖
怪
手
品
』

の
系
譜
」『
民
族
藝
術
』
二
十
二
号
、
二
〇
〇
六
年
所
収

（
4
）　

国
立
劇
場
編
集
『
国
立
劇
場
演
芸
資
料
館
所
蔵
緒
方
奇
術
文
庫
書
目
解
題
』、
紀
伊
國
屋
書

店
、
山
本
慶
一
筆
、
一
九
九
二
年
、
七
ペ
ー
ジ
。
泡
坂
妻
夫
『
大
江
戸
奇
術
考
』
平
凡
社
新

書
、
二
〇
〇
一
年
、
四
十
八
ペ
ー
ジ
。
藤
山
新
太
郎
『
手
妻
の
は
な
し
』
新
潮
選
書
、
二
〇

〇
九
年
、
一
三
八
ペ
ー
ジ
。
松
山
光
伸
『
実
証
・
日
本
の
手
品
史
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇

一
〇
年
、
三
七
四
ペ
ー
ジ
な
ど
。

（
5
）　

傳
起
鳳
・
傳
騰
龍
『
中
国
芸
能
史
』
岡
田
陽
一
訳
、
三
一
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
七
八

ペ
ー
ジ

（
6
）　

本
稿
で
の
『
神
仙
戯
術
』
な
ら
び
に
『
続
神
仙
戯
術
』
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
高
田
史

郎
に
よ
る
私
家
版
『
神
仙
戯
術
』
一
九
九
六
年
、『
続
神
仙
戯
術
』
一
九
九
九
年
を
使
用
し
た
。

両
書
と
も
、
影
印
に
加
え
、
語
釈
・
現
代
語
訳
を
付
し
て
あ
り
、
参
考
に
な
っ
た
。

（
7
）　

山
本
、
前
掲
書
、
八
ペ
ー
ジ

（
8
）　

松
山
、
前
掲
書
、
三
七
四
ペ
ー
ジ

（
9
）　

米
村
傳
治
郎
監
修　

中
川
悠
紀
子
著
『
親
子
で
楽
し
む
科
学
実
験
』
宝
島
社
、
一
九
九
九

年
、
一
八
八
ペ
ー
ジ

（
10
）　

松
山
、
前
掲
書
、
三
七
四
ペ
ー
ジ

（
11
）　

山
本
、
前
掲
書
、
八
ペ
ー
ジ

（
12
）　

唐
再
豐
『
鵝
幻
彙
編
』
桃
花
僊
館
藏
本
石
印
、
光
緒
十
五
年

（
13
）　

松
田
智
弘
『
日
本
と
中
国
の
仙
人
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
八
十
一
ペ
ー
ジ

（
14
）　
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成　

第
九
巻
』
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
、
三
一
七
ペ
ー
ジ

（
15
）　

泡
坂
、
前
掲
書
、
四
十
九
ペ
ー
ジ

（
16
）　

レ
ジ
ナ
ル
ド
・
ス
コ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
松
谷
偉
弘
『
奇
術
と
魔
術
15̶

16
世
紀
悪
魔

学
と
そ
の
周
辺
』
国
際
基
督
教
大
学
提
出
博
士
論
文
、
二
〇
〇
八
年　

を
参
考
に
し
た
。

D
iscoveries

of W
itchcraft 

と
い
う
洋
書
の
タ
イ
ト
ル
は
様
々
に
和
訳
さ
れ
て
き
た
が
、

本
稿
で
は
松
谷
訳
の
『
魔
術
の
暴
露
』
を
用
い
た
。

（
17
）　

小
池
淳
一
「
呪
術
の
歴
史
と
民
俗
」『
歴
史
研
究
の
最
前
線
』
八
号
、
二
〇
〇
七
年　

な

お
、
小
池
を
研
究
代
表
者
と
す
る
『
呪
術
・
呪
法
の
系
譜
と
実
践
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研

究
』
平
成
十
六
〜
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金　

基
盤
研
究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
で

は
、
付
録
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
『
咒
詛
調
法
記
』
が
読
め
る
ほ
か
、
論
考
が
興
味
深
い
。
な
お
、
呪
術

系
の
『
調
法
記
』
は
、
現
在
臨
川
書
店
の
『
重
宝
記
資
料
集
成　

俗
信
・
年
暦
』
に
お
さ
め

ら
れ
て
い
る
。

（
18
）　

ハ
イ
エ
ク　

マ
テ
ィ
ア
ス
「
江
戸
時
代
の
占
い
本　

馬
場
信
武
を
中
心
に
」
小
松
和
彦
還

暦
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
日
本
文
化
の
人
類
学
／
異
文
化
の
民
俗
学
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八

年
所
収

（
19
）　

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
『
構
造
人
類
学
』
荒
川
幾
男　

生
松
敬
三　

川
田
順

造　

佐
々
木
明　

田
島
節
夫
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
一
九
二
〜
一
九
七
ペ
ー
ジ

（
20
）　

元
三
大
師
籤
本
に
つ
い
て
は
、
大
野
出
『
元
三
大
師
御
神
籤
本
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
九
年　

を
参
照
の
こ
と
。
同
書
に
よ
る
と
、「
元
三
大
師
籤
本
」
の
最
も
古
い
本
は
、

寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
の
跋
を
持
つ
『
天
竺
霊
感
観
音
籤
頌　

百
首
』
で
あ
る
。

（
21
）　

刊
行
さ
れ
た
占
い
本
に
つ
い
て
は
、
井
上
智
勝
「
近
世
の
易
占
書
」
笹
原
亮
二
編
『
口
頭

伝
承
と
文
字
文
化　

文
字
の
民
俗
学　

声
の
歴
史
学
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
所
収　

が
詳
し
い
。
井
上
に
よ
る
と
、
十
七
世
紀
前
期
ま
で
、
易
の
知
識
は
宗
教
者
の
存
立
基
盤
に

係
わ
る
知
識
・
技
術
ゆ
え
に
「
秘
伝
」
と
し
て
口
伝
・
あ
る
い
は
写
本
の
か
た
ち
で
ご
く
限

ら
れ
た
人
々
の
間
に
伝
え
ら
れ
、
版
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
七
世
紀
後
期
以
降
で
あ
っ

た
と
い
う
。

（
22
）　

手
品
本
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
山
本
、
前
掲
書
を
参
考
に
し
た
。

（
23
）　
『
秘
事
百
撰
』
に
つ
い
て
は
、
横
山
泰
子
「
秘
事
百
撰
の
世
界
」『
小
金
井
論
集
』
六
号
、

二
〇
〇
九
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
24
）　

現
代
人
の
目
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
文
献
に
は
実
用
的
と
は
思
え
な
い
奇
妙
な
記
述
が
含

ま
れ
て
い
る
。
耳
だ
れ
の
妙
薬
の
如
き
医
療
に
関
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
素
人
な
が
ら
も

医
学
的
効
果
に
疑
問
を
感
じ
る
。
だ
が
、
現
代
的
な
視
点
か
ら
、
当
時
の
呪
術
や
医
術
を
や

み
く
も
に
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
大
貫
恵
美
子
『
日
本
人
の
病
気
観
』（
岩
波
書
店
、
一
九

八
五
年
、
三
二
六
ペ
ー
ジ
）
は
「
一
般
の
人
々
の
存
在
論
的
関
心
に
応
え
る
こ
と
な
く
し
て
、

い
か
な
る
医
療
体
系
も
医
学
的
有
効
性
を
発
揮
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
特
定
の
医

療
体
系
を
そ
の
医
学
的
有
効
性
の
み
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
救
い
難
い
誤
り
で
あ
る
」

と
述
べ
る
。
江
戸
期
の
文
献
に
接
す
る
際
に
も
、「
当
時
の
一
般
人
の
存
在
論
的
関
心
に
応
え

た
で
あ
ろ
う
」
こ
と
を
前
提
に
、
考
察
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
25
）　

川
島
秀
一
「〈
書
く
〉
し
ぐ
さ
の
呪
術
性
」『
伝
え
』
十
二
号
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
、

一
九
九
三
年

（
26
）　

中
国
の
呪
法
に
つ
い
て
は
、
澤
田
瑞
穂
『
修
訂
中
国
の
呪
法
』　

平
河
出
版
社
、
一
九
九
〇

年
、
第
四
輯　

を
参
照
。

（
27
）　

長
友
千
代
治
編
『
重
宝
記
史
料
集
成　

俗
信
・
年
暦
2
』
第
一
七
巻
、
臨
川
書
店
、
二
〇

〇
六
年
、
五
十
六
ペ
ー
ジ
、
一
二
四
ペ
ー
ジ

（
法
政
大
学
工
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
一
日
審
査
終
了
）



Books that explain magic tricks published in Japan during the Edo period contain not only magic tricks but also 

information on incantations. These texts do not attract much attention from the perspective of the history of magic. 

However, they are interesting subjects of study to get an idea of the sense of people at a time when magic tricks and 

black arts intermingled.

This article gives an overview of books of magic tricks in early modern Japan, starting from the translation of 

the Chinese “Shinsengejutsu,” and dealing with the incantations described in the same. “Shinsengejutsu” in the 

early time and the “Sequel to Shinsengejutsu” bring together not only magic tricks but also incantations and tips for 

living, etc. Originally, magic tricks as entertainment to showcase miraculous phenomena via tricks and gimmicks, 

and information on incantations, etc. were also mixed in China. The view of magic in Japan, meanwhile, seems to 

have been influenced by that of magic in China. Because black arts similar to those in China also appear in Japanese 

magic books, the Chinese incantations might have penetrated into the Japanese everyday life through these books. 

However, the methods used for incantations differed between Japan and China. When the foreign black arts were 

imported, they would have been changed to suit the Japanese living environment.

The incantations would have originally been conveyed orally and in secret, but during the Edo period, they were 

written down in books as practical knowledge and went into circulation. By a curious coincidence, the books that 

publicized the so-called “secret arts” such as those of incantations, magic tricks, fortune telling, etc. began to be 

published in the last half of the 17th century, which marked the opening of the period of publication of secret arts 

in Japan. Some incantations in the books of magic tricks resemble those in the preceding books of black arts. The 

information on incantations in specialized books would have flowed into the books of magic tricks.

Some incantations described in the books of magic tricks are also accompanied by curse songs and writing 

actions. In early modern Japan, people’s literacy rate improved from the 17th century, and such social background 

relates to the existence of the books of magic tricks and incantations in writing. The popularity of the culture of 

incantations during the Edo period is seen in the potential of various incantations according to the abilities and 

qualities of those who performed them.

Key words: Magic tricks, Japan, comparative culture, incantations, secret art

Publication of Secret Arts : 
Incantations in Books of Magic Tricks during the Edo Period
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