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近
世
日
本
商
業
経
営
の
実
証
的
研
究

　
　
　
－
三
井
家
の
越
後
屋
と
両
替
店
1

（163）棄

一
　
慕
藩
体
制
下
に
お
け
る
都
市
商
人
資
本
の
研
究
に
は
、
構
造
論
的
視

点
と
経
営
的
視
点
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
幕
藩
制
的
経
済
構
造
の

縫
持
と
い
う
点
に
都
市
商
人
資
本
を
位
置
づ
け
、
幕
藩
権
カ
と
の
共
生
関

係
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
。
本
論
文
は
近
世
最
大
の
都
市
商
人
で
あ
る
三

井
家
の
経
営
分
析
で
あ
る
。
経
営
的
視
点
か
ら
三
都
に
店
舗
を
有
す
る
三

井
家
の
営
業
組
織
の
分
析
を
行
な
い
、
幕
府
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
流
通

統
制
の
中
に
お
け
る
商
人
と
し
て
の
私
的
利
益
の
追
及
と
そ
の
矛
盾
・
お

よ
ぴ
そ
の
時
期
的
特
徴
を
諸
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
本

諭
文
の
意
図
で
あ
る
。

　
三
井
家
は
呉
服
問
星
の
越
後
屋
と
両
替
店
と
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く

の
店
舗
に
お
い
て
多
角
的
な
営
業
を
行
な
つ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
分
業
関

係
を
構
成
し
て
い
る
が
、
店
舗
，
こ
と
に
属
す
る
株
仲
間
組
織
も
異
な
り
・

流
通
統
制
も
異
な
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
問
題
領
域
を
有
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
章
節
．
こ
と
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
近
世
に
お
け
る
三
井
家
型
の

商
人
類
型
の
経
営
的
特
徴
を
胡
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
京
都
商
人
と
し

賀

川
　
　
隆
　
　
行

て
の
特
徴
と
も
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
西
陣
機
業
の
原
料
と
製
品
と
の

双
方
に
お
け
る
流
通
掌
握
を
経
営
の
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
糸
絹
間
星
と
上
之
店
と
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
丸
屋
、
恵

比
須
星
が
三
井
家
型
商
人
に
属
す
る
。
越
後
屋
は
そ
の
ほ
か
に
・
長
崎
貿

易
に
進
出
し
て
京
都
長
崎
問
屋
を
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
に
な
り
、
買
宿

組
織
を
通
し
て
近
江
布
、
松
坂
木
綿
、
伯
書
木
綿
、
関
東
木
綿
、
越
後
縮
、

関
東
絹
な
ど
の
直
仕
入
を
行
な
っ
た
。
越
後
屋
の
集
荷
上
の
特
質
は
、
直

買
の
追
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
あ
る
場
合
に
は
流
通

経
路
を
固
定
化
さ
せ
る
株
仲
間
体
制
と
衝
突
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
裏
付
け
が
資
金
力
で
あ
っ
た
。

　
三
井
家
で
は
両
替
店
が
幕
府
の
公
金
為
替
御
用
を
引
き
受
け
、
そ
の
た

め
に
幕
府
の
御
用
金
融
に
大
き
く
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
費
金
循
環
と

い
う
点
で
第
一
の
視
点
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
三
井
両
替
店
の
経
営
的

特
徴
は
鴻
池
な
ど
の
大
名
金
融
中
心
の
経
営
と
は
異
な
り
、
町
人
金
融
を

中
心
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
御
為
替
銀
の
貸
付
と
し
て
・
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滞
っ
た
場
合
の
裁
許
に
お
い
て
特
別
に
保
護
を
受
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
三
都
の
三
井
両
替
店
の
営
業
内
容
は
そ
の
都
市
の
経
済
的
機
能
が

異
な
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
若
干
異
な
っ
て
い
た
。

　
呉
服
問
星
の
越
後
慶
と
両
替
店
と
の
二
つ
の
営
業
組
織
を
所
有
す
る
三

井
家
で
は
同
族
組
織
と
の
関
係
も
含
め
て
管
理
機
構
と
し
て
の
大
元
方
の

存
在
が
必
要
と
な
っ
た
。
複
数
の
同
族
が
複
数
の
営
業
組
織
を
所
有
す
る

場
合
の
管
理
機
構
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
双
方
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
た
め
に
三
井
家
の
資
金
蓄
積
の
機
関
で
あ
る
大
元
方
の
蓄
積

様
式
は
二
度
改
編
さ
れ
て
い
る
。
所
有
者
と
し
て
の
同
族
が
経
営
か
ら
遊

離
す
る
過
程
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
大
元
方
の
賀
金
蓄
積
は
越
後
屋
と
両
替
店
と
の
営
業
状
況
の
影
響
を
受

け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
営
業
組
織
の
経
営
上
の
時
期
区
分
も
本

論
文
の
課
題
で
あ
る
。
越
後
屋
と
両
替
店
と
で
は
、
こ
と
に
文
化
、
文
政

期
以
降
に
お
い
て
経
営
の
推
移
を
異
に
し
て
お
り
、
そ
こ
で
幕
末
期
に
至

・
る
経
営
上
の
特
徴
点
を
市
場
構
造
や
金
融
構
造
と
の
関
連
で
具
体
的
に
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
な
お
長
崎
方
と
糸
絹
問
屋
の
糸
店
、

間
之
町
店
は
そ
れ
ぞ
れ
越
後
星
、
雨
替
店
の
営
業
組
織
に
属
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
独
自
に
市
場
構
造
上
の
問
題
点
を
有
し
て
い
る
た
め
、
章
を

立
て
て
分
析
し
た
。

　
本
論
文
で
は
経
営
分
析
と
市
場
構
造
、
金
融
構
造
分
析
と
々
密
接
な
か

た
ち
で
行
な
っ
た
。
後
者
の
問
題
点
や
そ
の
変
化
は
前
者
に
お
い
て
検
証

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
近
世
商
業
金
融
史
研
究
に
お
い
て
、
個
別
資
本
と
し
て
は
鴻
池
家

の
研
究
が
先
行
し
て
い
る
が
、
本
論
文
で
分
析
す
る
三
井
家
の
営
業
組
織

は
、
京
都
商
人
、
あ
る
い
は
三
井
家
型
商
人
と
し
て
近
世
商
人
資
本
の
一

類
型
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

＝
第
；
早
「
三
井
家
大
元
方
の
蓄
稜
様
式
」
で
は
犬
元
方
の
初
期
の
蓄

積
様
式
の
間
題
が
検
討
さ
れ
る
、
三
井
高
利
を
家
祖
と
し
、
そ
の
子
供
達

に
よ
っ
て
拡
大
し
て
い
っ
た
三
井
家
の
営
業
組
織
は
、
違
言
で
家
産
共
有

制
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
大
元
方
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
元
方
は
越
後
騒
、
両
替
店
か
ら
全
純
益

金
を
収
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
井
家
の
資
本
蓄
積
の
機
構
と
な
っ
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
高
度
の
蓄
積
を
は
た
し
た
が
、
宝
暦
期
以
降
幕
府
御
用
金
、

紀
州
家
大
名
貸
、
同
族
借
財
の
補
瞑
、
家
屋
敷
普
請
金
な
ど
に
よ
っ
て
営

業
用
途
へ
の
資
産
運
用
が
圧
迫
を
受
け
、
明
和
六
年
に
両
替
店
へ
の
融
資

を
著
し
く
滅
額
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
元
方
は
両
営
業
組
織
を
統
轄
す

る
機
能
を
喪
失
し
た
。
ま
も
な
く
大
元
方
制
度
は
一
且
停
止
し
、
寛
政
期

に
復
活
す
る
が
そ
れ
は
蓄
積
機
能
を
有
し
な
い
。
天
保
期
以
降
経
営
困
難

が
顕
在
化
す
る
と
、
大
元
方
資
産
が
同
苗
借
財
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い

た
た
め
、
両
替
店
か
ら
資
金
を
借
り
越
後
屋
に
融
資
す
る
こ
と
を
行
な
い
、

同
苗
生
活
費
を
著
し
く
切
り
詰
め
て
い
っ
た
。
明
治
初
年
以
降
．
大
元
方
資

金
は
京
都
両
替
店
質
金
の
補
完
と
し
て
神
戸
商
会
へ
融
資
さ
れ
る
に
止
ま

る
。
複
数
の
同
族
が
複
数
の
営
業
組
織
を
所
有
す
る
場
合
の
管
理
機
構
と

し
て
案
出
さ
れ
た
大
元
方
制
度
も
、
幕
藩
領
主
と
の
関
係
と
所
有
者
と
し

て
の
同
族
の
借
財
の
た
め
に
そ
の
蓄
積
機
能
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
三
井
両
替
店
の
経
営
と
為
替
敢
引
」
で
ば
三
井
両
替
店
の
経

営
を
特
徴
づ
け
る
幕
府
御
金
蔵
銀
御
為
替
の
取
扱
い
の
実
態
と
、
京
都
、
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江
戸
、
大
坂
の
店
舗
で
の
町
人
貸
付
の
法
的
保
護
の
性
格
、
お
よ
び
明
治

初
年
に
至
る
経
営
の
時
期
的
特
徴
が
検
討
さ
れ
る
。
幕
府
御
金
蔵
銀
御
為

替
の
引
受
け
が
三
井
両
替
店
の
経
営
発
展
の
基
礎
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は

当
初
越
後
屋
の
代
金
取
立
の
逆
為
替
と
結
ぴ
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一

八
世
紀
初
め
頃
は
幕
藩
領
主
の
江
戸
送
金
為
替
と
上
方
商
人
の
代
金
取
立

の
逆
為
替
と
が
個
別
的
に
結
ぴ
つ
い
て
い
た
が
、
一
八
世
紀
中
頃
に
は
両

替
商
の
間
で
為
替
を
取
り
扱
う
者
の
専
業
化
が
進
ん
で
い
っ
た
。
京
都
、

大
坂
で
為
替
本
両
替
仲
間
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
の
相
場
立
会

伸
間
と
の
間
で
為
替
取
引
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

御
為
替
三
井
組
の
幕
府
御
金
蔵
銀
御
為
替
の
取
扱
い
も
そ
の
上
方
、
江
戸

間
の
為
替
取
引
機
構
を
基
礎
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
京
都
両
替
店

で
は
公
金
為
替
の
ほ
か
に
京
都
糸
繍
問
屋
の
仕
入
金
と
か
紀
州
家
月
割
金

な
ど
江
戸
為
替
も
同
様
な
形
で
取
扱
う
。
従
っ
て
三
井
両
替
店
の
行
な
う

為
替
取
扱
い
と
貸
付
業
務
と
は
全
く
分
離
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
三
井
両
替
店
の
貸
付
業
務
は
御
為
替
銀
貸
付
の
名
目
と
不
可
分

の
も
の
で
あ
っ
た
。
貸
付
が
滞
っ
た
場
合
に
訴
訟
上
債
権
が
保
護
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
三
井
両
替
店
で
は
そ
の
ほ
か
に
名
目
金
貸
付
も
行
な
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
京
都
、
江
戸
、
大
坂
の
三
都
で
は
滞
り
貸
付
の
訟
訴
上

の
取
扱
い
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
債
権
者
と
し
て
の
三
井
両

替
店
は
身
代
限
処
分
を
経
て
書
入
の
家
屋
敷
を
売
却
し
た
上
で
貸
付
金
を

回
収
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
京
都
に
お
い
て
は
引
当
の
家
屋

敷
を
町
中
が
引
き
取
っ
て
代
り
に
弁
済
す
る
と
い
ヶ
慣
例
で
あ
っ
た
。
町

中
が
償
務
弁
済
機
能
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
坂
で
の
御
為
替
銀

貸
付
の
滞
り
の
場
合
に
は
裁
許
手
続
が
日
隈
、
押
込
、
身
代
限
の
順
で
確

立
し
て
い
た
。
そ
し
て
身
代
隈
処
分
に
及
ぶ
こ
と
が
多
々
あ
ウ
た
た
め
、

そ
の
こ
と
が
償
権
保
護
の
襲
付
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
江
戸
両
替

店
で
は
名
目
金
貸
付
を
営
業
の
中
心
と
し
て
い
た
が
、
滞
り
の
場
合
に
身

代
限
に
及
ぷ
こ
と
は
な
く
、
書
入
の
家
屋
敷
の
流
れ
込
み
と
い
う
形
で
の

弁
済
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
都
の
三
井
両
替
店
の
貸
付
金
は
い
づ
れ

も
滞
り
の
場
合
に
債
権
が
保
護
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
形
態
を
全
く
異

に
し
て
い
る
。

　
江
戸
、
犬
坂
両
替
店
で
は
家
質
貸
も
行
な
い
、
そ
の
滞
り
の
縞
果
流
れ

込
み
と
し
て
家
屋
敷
を
犬
量
に
所
持
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
経
営

的
意
味
の
乏
し
い
も
の
で
随
時
売
り
払
っ
て
い
る
。

　
第
二
章
第
五
節
で
は
享
保
期
か
ら
慶
応
期
に
か
け
て
の
三
井
両
替
店
の

延
銀
（
純
益
金
）
の
推
移
か
ら
時
期
，
こ
と
の
経
営
分
析
を
行
な
っ
た
。
江

戸
、
大
坂
両
替
店
と
糸
絹
問
屋
の
糸
店
、
間
之
町
店
の
延
銀
が
京
都
両
替

店
の
延
銀
に
合
計
さ
れ
て
両
替
店
一
巻
と
し
て
の
決
算
を
行
な
う
。
そ
れ

は
元
文
期
か
ら
宝
暦
期
に
か
け
て
高
水
準
の
延
銀
を
出
す
が
、
明
和
期
後

半
か
ら
安
永
期
に
急
激
に
減
少
し
、
文
政
・
天
保
期
に
延
銀
は
再
ぴ
上
昇

す
る
が
、
天
保
改
革
の
時
期
に
急
落
す
る
。
三
井
家
の
大
元
方
に
よ
る
紀

州
藩
の
大
名
貸
が
彩
し
い
額
に
な
り
、
両
替
店
が
資
金
不
足
と
な
っ
て
明

和
期
以
降
低
落
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
店
別
で
は
大
坂
両
替
店
が
加
賀
藩

へ
の
延
為
替
、
米
質
貸
が
滞
り
と
な
っ
て
明
和
期
に
犬
き
な
打
撃
を
受
け

る
。
大
坂
で
は
金
融
事
情
の
悪
化
が
み
ら
れ
た
。
文
化
期
以
降
は
利
子
率

の
比
較
的
高
い
江
戸
両
替
店
に
資
金
を
大
量
に
廻
す
こ
と
に
よ
っ
て
延
銀

の
増
加
を
は
か
っ
て
い
く
。
天
保
改
革
の
時
期
に
は
江
戸
両
替
店
の
受
け

た
打
撃
が
最
も
大
き
か
っ
た
。
安
政
期
以
降
の
幕
末
期
に
は
軍
傭
を
整
え
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る
諸
藩
へ
の
金
融
が
活
発
化
し
、
大
名
金
融
を
行
な
う
大
手
両
替
商
へ
の

貸
付
を
増
加
さ
せ
延
銀
も
伸
び
る
が
、
貸
付
金
の
中
に
塞
り
物
も
増
し
不

安
定
な
も
の
と
な
る
。
越
後
屋
へ
の
融
通
や
幕
府
御
用
金
の
上
納
な
ど
非

営
業
的
使
途
へ
の
運
周
が
強
い
ら
れ
て
い
く
。
明
治
初
年
以
降
は
京
都
、

大
坂
両
替
店
で
は
明
治
政
府
の
御
為
替
方
と
し
て
そ
の
資
金
が
動
員
さ
れ

て
い
く
。
通
商
司
の
設
立
後
は
次
第
に
為
替
会
社
や
商
社
へ
の
出
資
を
増

や
し
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
安
定
的
に
利
子
を
収
取
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
が
三
井
両
替
店
の
経
営
再
編
成
の
第
一
段
階
と
な
っ
た
。

　
第
三
章
「
越
後
屋
の
経
営
」
で
は
呉
服
間
星
と
し
て
の
越
後
屡
の
経
営

構
造
を
帳
簿
組
織
を
通
し
て
分
析
し
、
そ
の
営
業
と
蓄
積
と
の
画
期
を
検

討
し
、
西
陣
機
業
や
木
綿
、
近
江
布
の
直
買
の
仕
組
と
そ
の
流
通
統
制
と

の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
、
最
後
に
幕
末
・
明
治
初
年
の
経
営
破
綻
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
。
越
後
屋
で
は
京
本
店
を
本
店
と
し
て
江
戸
、
大
坂

の
店
舗
を
ま
と
め
て
本
店
一
巻
と
称
し
、
複
式
決
算
を
行
な
っ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
店
舗
が
仕
入
と
販
売
の
分
業
関
係
を
構
成
し
て

い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
店
舗
で
作
成
さ
れ
る
全
営
業
活
動
を
明
ら
か
に

す
る
帳
簿
n
勘
定
目
録
は
そ
れ
自
身
完
結
性
を
持
た
ず
、
複
式
決
算
帳
簿

と
し
て
の
大
録
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
こ
で
一
巻
と
し
て
の
利
潤
計
算
と
蓄

檀
が
な
さ
れ
る
。
越
後
星
の
基
本
的
経
営
は
京
本
店
の
仕
入
れ
た
西
陣
織

物
を
江
戸
本
店
で
販
売
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
関
東
機
業
地
の
絹
織
物
の

発
展
に
よ
っ
て
次
第
に
崩
れ
て
い
く
。
越
後
屋
の
利
潤
の
主
要
な
部
分
は

京
本
店
の
仕
入
れ
た
反
物
類
を
江
戸
、
大
坂
の
店
舗
に
送
荷
す
る
過
程
で

形
成
さ
れ
る
札
掛
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
元
文
の
改
鋳
を
契
機
に
急
増
す
る

が
、
明
和
期
を
画
期
と
し
て
次
第
に
減
少
し
て
い
く
。
総
益
金
も
売
上
商

も
元
文
・
寛
保
期
を
最
高
水
準
と
し
て
以
後
減
少
す
る
が
、
売
上
高
は
そ

れ
ほ
ど
の
減
少
を
み
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
益
金
、
純
益
金
は
低
下

の
一
途
を
た
ど
る
。
利
潤
率
の
低
下
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
現
金

売
り
に
比
し
て
掛
売
り
が
増
す
な
ど
販
売
形
態
の
悪
化
も
み
ら
れ
る
が
、

呉
服
問
屋
間
に
お
け
る
販
売
競
争
も
あ
げ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
内
部
的
な
合
理
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
が
、
文
化
期
に
は
集
荷
と

販
売
と
の
面
で
仲
間
と
し
て
の
独
占
強
化
を
は
か
る
よ
う
に
な
る
。

　
越
後
屋
で
は
一
七
世
紀
末
か
ら
西
陣
で
の
直
買
を
始
め
て
い
る
が
、
西

陣
織
星
の
多
様
化
に
対
し
て
直
買
の
対
象
を
拡
げ
て
い
く
。
西
陣
高
機
織

屋
伸
間
は
宝
腐
期
末
に
は
八
組
と
な
り
、
そ
れ
と
取
引
す
る
撰
糸
仲
買
仲

間
ポ
古
組
、
新
組
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
西
陣
織
物
の
仕
入
店
で
あ
る
越

後
屋
上
之
店
は
大
文
字
屋
、
恵
比
須
屋
の
上
之
店
と
と
も
に
両
方
の
仲
買

仲
間
に
属
し
た
。
ま
た
高
機
以
外
の
織
屋
伸
間
が
つ
ぎ
つ
ぎ
成
立
し
、
そ

れ
と
排
他
的
直
買
権
を
持
ウ
て
取
引
す
る
仲
買
伸
間
の
成
立
に
対
し
て
、

三
軒
の
上
之
店
は
宝
層
八
年
に
西
陣
買
物
店
三
軒
組
を
結
成
し
そ
れ
ぞ
れ

の
織
屋
仲
間
か
ら
直
買
権
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
上

之
店
経
営
に
お
い
て
延
銀
の
増
加
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
全
体

と
し
て
西
陣
機
業
の
比
重
は
低
下
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
木
綿
類
も
越
後
屋
の
主
要
な
取
扱
い
品
で
あ
り
、
越
後
屋
江
戸
向
店
で

は
松
坂
木
綿
と
大
坂
木
綿
を
主
に
取
扱
づ
て
い
た
。
前
者
は
松
坂
店
か
ら

の
直
買
で
あ
る
。
ま
た
後
進
の
関
東
木
綿
の
産
地
に
も
買
宿
を
設
け
て
直

買
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
が
、
越
後
星
の
木
綿
の
直
買
は
伯
脅
、
出
雲
の

木
綿
の
場
合
特
徴
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
天
明
二
年
に
買
宿
を
置
い
て
伯

著
木
綿
の
直
買
を
開
始
す
る
が
、
そ
れ
は
機
遭
具
を
持
ち
込
み
、
丈
幅
な
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ど
宵
回
岨
と
し
て
の
口
凧
質
管
理
を
行
な
い
、
原
料
の
繰
線
も
他
地
方
か
ら
移

入
し
て
機
織
農
民
に
貸
し
付
け
る
な
ど
間
騒
制
的
家
内
工
業
の
形
瞳
で
あ

っ
た
。
市
の
成
立
す
る
条
件
は
な
く
代
買
を
数
人
抱
え
て
買
入
に
あ
た
ら

せ
た
。
輸
送
費
を
合
め
て
も
先
進
地
の
木
綿
よ
り
廉
個
で
あ
っ
た
た
め
そ

の
仕
入
れ
は
増
加
し
た
が
、
生
産
量
の
発
展
は
ほ
か
の
流
通
経
路
の
拡
大

を
も
た
ら
し
、
そ
の
半
ぱ
独
占
的
集
荷
を
脅
か
し
て
い
っ
た
。
寛
政
二
一

年
に
は
平
田
に
買
宿
を
置
い
て
出
雲
木
綿
の
買
入
れ
に
あ
た
っ
た
。
文
政

二
年
に
鳥
取
藩
が
木
綿
専
売
制
を
施
き
、
直
買
を
禁
止
し
た
際
に
出
雲
木

綿
の
取
扱
が
増
加
す
る
。
こ
れ
ら
の
後
進
地
に
お
け
る
木
綿
の
集
荷
は
価

楕
構
造
の
差
異
の
あ
る
限
り
発
展
し
て
い
く
が
、
そ
の
一
般
的
発
展
が
そ

の
有
利
性
を
喪
失
さ
せ
て
い
き
、
そ
の
集
荷
の
意
欲
を
失
わ
し
め
て
い
く
。

　
次
に
近
江
布
の
場
合
、
越
後
屋
の
属
す
る
京
都
呉
服
仲
間
二
十
軒
組
が

京
都
江
州
布
問
屋
に
対
抗
し
て
直
買
権
を
持
つ
。
口
銭
取
り
の
荷
受
問
屋

で
あ
る
江
州
布
問
屋
に
対
し
て
二
十
軒
組
に
属
す
る
呉
服
問
屋
は
買
宿
に

よ
っ
て
坪
買
を
行
な
う
が
、
彦
根
藩
は
改
印
料
徴
収
と
い
う
形
で
国
産
政

策
を
と
り
は
じ
め
る
。
畿
内
の
京
都
町
奉
行
と
京
都
問
屋
の
流
通
支
配
を

受
け
る
地
域
で
の
国
産
政
策
は
そ
の
流
通
支
配
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る

が
、
安
政
期
に
彦
根
藩
が
京
都
売
場
で
の
一
手
取
扱
を
申
し
出
た
時
も
二

十
軒
組
の
取
扱
い
は
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
京
都
町
奉
行

の
流
通
掌
握
下
で
は
国
産
政
策
の
実
施
に
も
大
き
な
制
約
と
な
る
。

　
越
後
屋
の
経
営
は
天
保
期
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
利
益
金
は
低
落
し

て
い
き
、
明
治
初
年
に
は
経
営
破
綻
状
況
を
示
す
。
そ
れ
は
不
良
資
産
が

増
大
し
て
い
き
営
業
資
金
に
不
足
を
来
た
す
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は

大
塩
の
乱
に
よ
る
店
舗
焼
失
と
天
保
改
革
の
物
価
切
下
げ
令
に
よ
る
札
引

高
、
そ
れ
に
江
戸
の
店
舘
焼
矢
に
と
も
な
う
普
講
金
な
ど
が
膨
大
な
額
に

の
ぼ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
物
価
騰
貴
は
呉
服
間
星
経
営
に
大
き
な
圧

迫
と
な
り
、
幕
末
期
に
は
店
制
を
縮
少
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
開
港
を

契
機
と
し
て
三
井
で
は
貿
易
品
の
独
占
的
取
扱
い
を
目
論
む
が
、
自
由
貿

易
の
た
め
に
失
敗
し
、
横
浜
店
で
の
呉
服
物
商
売
と
五
品
江
戸
廻
送
令
後

江
戸
糸
見
世
で
の
貿
易
生
糸
取
扱
を
開
始
す
る
。
し
か
し
文
久
期
に
は
そ

れ
ら
を
止
め
、
横
浜
店
で
洋
銀
売
買
な
ど
金
融
活
動
を
続
け
る
に
止
ま
る
。

越
後
屋
は
肥
大
化
す
る
営
業
資
金
の
不
足
に
直
面
し
、
大
元
方
や
両
替
店

か
ら
大
量
に
資
金
を
借
り
入
れ
る
が
、
純
益
金
は
減
り
続
け
る
一
方
で
、

明
治
初
年
に
は
店
制
改
革
に
よ
っ
て
奉
公
人
数
も
三
分
一
に
著
し
く
減
少

さ
せ
た
。

　
第
四
章
「
越
後
屋
長
崎
方
の
流
通
構
造
」
で
は
越
後
屋
の
長
崎
貿
易
経

営
の
分
析
か
ら
長
崎
貿
易
で
の
輸
入
品
の
流
通
構
造
と
貿
易
商
人
と
の
特

質
を
検
討
す
る
。
越
後
星
長
崎
方
は
中
野
用
助
名
前
の
落
札
商
人
経
営
で
、

唐
反
物
を
京
都
長
崎
問
慶
に
送
荷
し
一
部
を
京
本
店
が
直
買
し
て
い
た
。

京
都
呉
服
間
屋
の
取
扱
商
品
の
中
で
唐
反
物
は
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い

た
。
し
か
し
享
保
、
元
文
期
に
落
札
商
人
、
長
崎
問
屋
、
巻
物
屋
、
呉
服

問
星
の
流
通
経
路
が
固
定
化
さ
れ
て
い
き
、
唐
反
物
の
比
重
も
低
下
し
て

い
っ
た
。
国
内
産
反
物
に
比
し
て
高
値
と
な
り
、
そ
の
た
め
五
軒
の
長
崎

問
屋
は
困
窮
し
て
い
き
、
越
後
星
長
崎
方
か
ら
の
売
掛
金
の
滞
り
が
膨
大

な
額
に
達
し
た
。
落
札
商
人
は
淘
汰
さ
れ
て
い
き
、
越
後
屋
長
崎
方
は
京

都
長
崎
問
屋
に
対
し
て
絶
対
的
な
位
置
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
寛
政
期

に
は
越
後
屋
の
遊
休
資
金
の
投
下
対
象
と
し
て
荒
物
類
の
落
札
を
開
始
し
、

当
初
は
大
き
な
利
益
を
あ
げ
た
が
、
寛
政
期
末
に
は
砂
糖
取
扱
で
大
損
失
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を
受
け
る
。
長
崎
方
で
は
享
和
期
か
ら
薬
種
の
落
札
も
始
め
る
が
、
文
化

期
を
通
し
て
荒
物
類
取
扱
で
欠
損
を
続
け
て
お
り
、
文
政
期
か
ら
は
反
物

を
中
心
と
し
て
落
札
を
行
な
い
荒
物
、
薬
種
取
扱
を
廃
止
し
て
い
く
方
向

を
示
し
て
い
く
。
幕
府
の
貿
易
政
策
と
仲
買
に
よ
る
市
場
価
楕
掌
握
と
の

申
で
、
落
札
商
人
が
投
機
性
を
増
し
、
藩
札
商
売
が
困
難
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
長
崎
方
で
は
価
格
変
動
の
危
険
負
担

を
免
か
れ
る
た
め
に
大
坂
唐
薬
種
問
屋
へ
の
並
合
貸
付
を
行
な
い
利
子
を

収
取
す
る
よ
う
に
な
る
。
落
札
商
人
で
永
続
す
る
者
は
三
井
以
外
ほ
と
ん

ど
な
い
が
、
天
保
改
革
の
政
策
の
結
果
更
に
困
難
と
な
り
、
落
札
代
銀
上

納
も
滞
り
が
ち
と
な
っ
た
た
め
、
幕
府
は
資
力
の
あ
る
商
人
に
落
札
商
人

を
限
る
よ
う
に
落
札
仕
法
の
改
正
を
加
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
第
五
章
コ
只
都
糸
絹
問
屋
の
経
営
L
で
は
京
都
糸
絹
問
屋
の
取
引
形
態

と
株
仲
間
を
糸
絹
流
通
構
造
の
矛
盾
関
係
か
ら
検
討
し
、
糸
店
、
間
之
町

店
の
経
営
分
析
か
ら
そ
れ
を
検
証
す
る
。
京
都
糸
絹
問
屋
は
全
国
の
糸
絹

を
京
都
に
集
荷
す
る
荷
受
問
星
で
あ
り
、
荷
主
と
仲
買
と
か
ら
一
分
づ
つ

の
口
銭
を
収
取
し
、
引
銀
を
収
取
す
る
。
そ
れ
は
幕
府
の
株
仲
間
政
策
に

よ
ウ
て
保
謹
さ
れ
て
い
る
。
価
楮
決
定
機
能
も
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

文
化
期
以
降
糸
の
国
方
相
場
と
西
陣
織
屋
買
入
価
格
で
あ
る
京
都
相
場
と

が
前
者
の
高
騰
と
い
う
形
で
大
き
く
喰
い
違
う
こ
と
と
な
り
、
荷
主
と
糸

屋
町
伸
買
と
の
訴
え
の
結
果
、
文
政
一
〇
年
に
仕
法
替
が
な
さ
れ
、
糸
絹

間
屋
が
そ
れ
ま
で
収
取
し
て
き
た
引
銀
と
い
う
形
の
収
益
が
否
定
さ
れ
た
。

株
仲
間
体
制
の
否
定
の
意
図
も
含
む
矛
盾
の
深
ま
り
を
見
せ
た
。
と
こ
ろ

が
糸
絹
問
星
の
前
貸
機
能
を
抜
き
に
し
て
糸
の
流
通
は
行
な
わ
れ
え
な
い

た
め
に
、
天
保
期
に
は
も
と
に
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
天
保
改
革
の
株
仲

間
解
散
令
は
そ
の
荷
受
問
屋
と
し
て
の
存
立
基
盤
を
つ
き
崩
し
て
、
糸
店
、

間
之
町
店
で
は
口
銭
の
収
取
が
で
き
な
く
な
り
、
物
価
の
一
時
的
低
下
に

よ
っ
て
大
量
の
損
銀
が
生
じ
、
丹
後
機
業
の
打
撃
を
取
扱
高
の
急
減
と
し

て
そ
の
ま
ま
蒙
る
こ
と
と
な
っ
た
。
糸
店
、
間
之
町
店
で
は
こ
の
時
期
純

益
金
を
急
減
さ
せ
て
い
る
。
株
伸
間
再
興
後
も
糸
絹
問
屋
伸
間
は
荷
受
問

屋
と
し
て
の
再
興
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
開
港
以
降
は
全
国
の

糸
の
流
通
構
造
は
激
変
し
、
糸
絹
価
格
の
急
激
な
高
騰
に
よ
っ
て
、
糸
絹

間
屋
の
取
扱
高
は
価
楮
で
は
急
増
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
量
で
は
急

滅
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
．

　
本
論
文
は
三
井
家
の
多
角
的
な
営
業
組
織
の
流
通
金
融
構
造
上
の
間
題

と
経
営
と
の
個
別
的
な
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
市
場
の
組
織

者
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
営
業
基
盤
の
重
点

を
少
し
づ
つ
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。

〔
榑
±
諭
文
審
査
要
旨
〕

論
題

近
世
日
本
商
業
経
営
の
実
証
的
研
究

　
　
－
三
井
家
の
越
後
星
と
両
替
店
1

論
文
審
査
担
当
者

田安佐

　　々
崎丸木

　　潤宣良
　　之
義夫介
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一
　
は
じ
め
に

　
三
井
高
利
を
家
祖
と
す
る
三
井
家
の
歴
史
は
、
と
く
に
そ
の
経
済
的
活

動
の
側
面
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
近
現
代
に
至
る
わ
が
国
の

歴
史
の
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
歴
史
的
位
置
を
し
め
て
き
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
歴
史
研
究
に
お
い
て

も
、
長
く
て
多
面
的
な
三
井
研
究
の
蓄
稜
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
場
合
、
二
つ
の
点
が
憾

み
と
し
て
痛
感
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
何
れ
も
、
三
井
家
が
そ
の
経
営

の
規
模
に
お
い
て
も
活
動
の
範
囲
に
お
い
て
も
、
あ
ま
り
に
も
広
大
で
あ

り
、
か
つ
、
三
井
家
の
史
料
が
、
そ
の
量
の
走
大
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

独
特
の
文
書
体
系
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
一
つ
に
は
、
経
済
史
研
究
に
お
い
て
も
、
三
井
研
究
と
い
う
特
殊
な

研
究
分
野
を
つ
く
り
だ
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
そ

の
三
井
研
究
も
、
三
芽
家
の
経
済
活
動
の
一
側
面
を
部
分
的
に
解
明
す
る

に
と
ど
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ぱ
、
三
井
研
究
と

一
般
的
な
経
済
史
研
究
と
の
不
接
合
、
三
井
研
究
の
非
綜
合
性
と
も
い
う

ぺ
き
研
究
史
的
な
特
徴
は
、
と
く
に
、
前
近
代
の
三
井
研
究
に
お
い
て
明

白
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
本
論
文
は
、
著
者
が
、
何
れ
も
参
考
文
献
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
次

の
七
篇
の
論
考
を
、
三
井
経
営
史
的
側
面
か
ら
、
総
体
的
に
ま
と
め
直
し
、

か
つ
新
た
な
分
析
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
三
井
両
替
店
の
経
営
と
蓄
稜
」
三
井
文
庫
論
叢
八
　
一
九
七
四
年

　
「
近
世
後
期
の
越
後
屋
の
艦
営
」
　
同
　
　
右
　
九
　
一
九
七
五
年

「
近
世
後
期
の
京
都
糸
絹
問
屋
の
経
営
」
同
　
右
十

「
近
世
後
期
の
京
都
に
お
け
る
越
後
屋
の
営
業
組
織
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
右
十
一

「
化
政
期
の
越
後
星
長
崎
方
の
流
通
構
造
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
右
十
二

「
幕
末
・
維
新
期
の
御
為
替
三
井
組
」
同
　
右
十
三

「
三
井
両
替
店
の
御
為
替
銀
裁
許
と
家
屋
敷
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
右
十
四

二
　
本
諭
文
の
構
成

一
九
七
六
年

一
九
七
七
年

一
九
七
八
年

一
九
七
九
年

一
九
八
○
年

　
本
論
文
は
、
著
者
の
、
「
経
営
的
視
点
か
ら
三
都
に
店
舗
を
有
す
る
三

井
家
の
営
業
組
。
織
の
分
析
を
行
な
い
、
幕
府
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
流
通

統
制
の
中
に
お
け
る
商
人
と
し
て
の
私
的
利
益
の
追
求
と
そ
の
矛
盾
、
お

よ
び
そ
の
時
期
的
特
徴
を
諸
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
」
意
図

に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序
章
課
題
と
方
法

　
第
一
章
　
三
井
家
大
元
方
の
蓄
積
様
式

　
　
第
一
節
　
三
井
家
大
元
方
の
構
造
と
段
階

　
　
第
二
節
大
元
方
の
蓄
積
様
式

　
　
第
三
節
　
大
元
方
制
度
の
中
断
と
再
編

第
二
章
　
三
井
両
替
店
の
経
営
と
為
替
取
引

　
　
第
一
節
　
御
為
替
三
井
組
の
為
替
取
引

　
第
二
節
　
京
都
両
替
店
の
延
為
替
と
裁
許

　
第
三
節
　
犬
坂
両
替
店
の
貸
付
金
と
塞
り
物
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第
四
節
　
江
戸
両
替
店
の
名
目
貸
と
家
屋
敷

　
第
五
節
　
三
井
両
替
店
経
営
の
画
期
と
蓄
積

　
第
六
節
　
明
治
初
年
の
政
府
御
用
と
経
営
動
向

第
三
章
越
後
屋
の
経
営

　
第
一
節
　
越
後
屋
経
営
の
基
本
分
析

　
第
二
節
越
後
屋
経
営
の
諸
画
期

　
第
三
節
　
京
本
店
の
質
金
組
織

　
第
四
節
　
西
陣
で
の
集
荷
形
態
と
上
之
店

　
第
五
節
　
職
方
掌
握
と
紅
店
の
経
営

　
第
六
節
　
雲
伯
木
綿
と
買
宿
経
営

　
第
七
節
　
近
江
布
の
仕
入
機
構

　
第
八
節
　
幕
末
・
明
治
初
年
の
経
営
破
綻

第
四
章
越
後
屋
長
崎
方
の
流
通
構
造

　
第
一
節
越
後
屋
長
崎
方
と
京
都
長
崎
問
屋

　
第
二
節
荒
物
方
の
開
設
と
唐
薬
種
の
取
引

　
第
三
節
　
荒
物
・
唐
薬
種
の
流
通
構
造

　
第
四
節
　
並
合
方
の
業
務

　
第
五
節
　
針
丹
請
方
と
松
前
送
金
御
用

　
第
六
節
　
長
崎
方
経
営
の
転
換

第
五
章
京
都
糸
絹
間
屋
の
経
営

　
第
一
節
　
取
引
形
態
と
株
伸
間
体
制

　
第
二
節
　
糸
店
・
間
之
町
店
の
経
営

　
第
三
節
．
幕
末
・
明
治
初
年
の
経
営
の
転
換

三
　
本
論
文
の
概
要

著
者
は
、
前
述
の
意
図
に
つ
づ
い
て
、
近
世
の
都
市
蘭
人
資
本
の
な
か

で
、
三
井
・
島
田
・
大
文
字
屋
（
大
丸
）
ら
の
京
都
商
人
を
鴻
池
．
住
友
な

ど
の
大
坂
商
人
の
型
と
区
別
す
る
べ
き
だ
と
し
、
前
者
を
三
井
家
型
と
し

て
、
そ
の
営
業
上
の
特
徴
を
呉
服
問
屋
と
両
替
業
を
営
む
て
ん
に
求
め
て

い
る
。
そ
し
て
、
三
井
は
、
そ
れ
ら
の
京
都
商
人
の
代
表
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、
そ
の
大
ま
か
な
特
徴
と
し
て
、
西
陣
や
地
方
で
の
諸
生
産
に
た

い
す
る
商
品
直
買
の
追
求
と
、
両
替
店
で
の
町
人
に
対
す
る
金
融
と
を
あ

げ
て
い
る
。
こ
の
序
章
に
つ
づ
い
て
、
第
一
章
で
は
、
宝
永
七
（
一
七
一

〇
）
年
、
大
元
方
が
同
苗
生
活
の
統
轄
と
資
金
融
通
を
媒
介
す
る
営
葉
組

織
の
統
轄
、
及
ぴ
三
井
家
の
共
有
財
産
の
管
理
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ

れ
た
経
緯
、
有
銀
の
変
助
を
基
準
に
み
た
そ
の
経
済
的
変
動
の
概
観
、
そ

の
中
で
、
安
永
三
年
の
同
族
組
織
の
分
裂
（
持
分
一
件
）
、
寛
政
九
年
の
賀

産
再
統
合
（
寛
政
一
致
）
の
経
緯
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
（
第
一
節
）
。
そ

の
大
元
方
で
家
産
管
理
の
目
的
の
た
め
に
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
が
作
ら

れ
た
が
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
、
固
有
の
資
本
概
念
の
成
立
と
そ
の
蓄
穣
、

大
元
方
が
本
店
・
両
替
店
に
営
業
賢
金
を
融
資
し
、
そ
こ
か
ら
の
純
利
益

金
の
す
べ
て
を
収
取
す
る
と
い
う
基
本
に
た
っ
た
諮
税
の
変
動
を
、
安
永

持
分
一
件
以
前
に
つ
い
て
述
べ
（
第
二
節
）
、
明
和
年
間
か
ら
大
名
貸
（
紀

州
藩
他
）
・
三
井
同
苗
の
借
財
な
ど
に
よ
っ
て
、
非
営
業
資
金
が
増
大
し
、

こ
の
こ
と
が
安
永
持
分
一
件
に
連
動
し
て
い
く
。
安
永
三
年
不
良
資
産
の

整
理
が
行
わ
れ
、
寛
政
一
致
を
も
み
た
が
、
結
局
明
治
初
年
ま
で
、
大
元

方
財
政
は
低
迷
を
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第
三
節
）
と
す
る
。
、
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第
二
茸
で
は
、
元
禄
四
（
二
く
九
一
）
年
に
三
井
両
替
店
が
幕
府
の
公

金
御
為
替
御
用
を
引
き
う
け
て
か
ら
、
御
為
替
三
井
組
と
し
て
、
上
方
・

江
戸
間
の
幕
府
・
藩
・
商
人
の
各
種
為
替
業
に
進
出
し
て
い
く
有
様
が
あ

と
づ
け
ら
れ
、
つ
い
で
、
京
・
大
坂
・
江
戸
の
各
両
替
店
の
間
の
賞
金
循

環
構
造
が
解
明
さ
れ
、
そ
の
背
最
と
し
て
の
三
都
の
為
替
取
引
組
織
が
述

ぺ
ら
れ
る
。
そ
t
て
、
こ
れ
ま
で
の
公
金
為
替
に
つ
い
て
の
研
究
業
綬
を

検
討
し
、
為
替
打
銀
の
性
楕
を
た
ん
に
利
子
と
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
な
ど
の
緒
論
を
導
き
出
し
て
い
る
（
第
一
節
）
。
犬
坂
金
蔵
か
ら
受
け

と
る
公
金
1
1
為
替
銀
を
京
・
大
坂
の
両
替
店
が
問
屋
商
人
に
貸
し
つ
け
る

延
為
替
は
、
そ
れ
自
体
は
、
宝
暦
年
間
の
為
替
本
両
替
の
成
立
で
独
自
の

意
味
を
も
た
な
く
な
る
が
、
し
か
し
な
お
、
自
己
資
金
を
御
為
替
銀
貸
付

の
名
目
で
貸
し
つ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
貸
金
出
入
の
さ
い
の
先
訴
特
権
な
ど
を
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
両

替
店
の
金
融
・
為
替
営
業
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、
数
多

く
の
事
例
を
あ
げ
つ
つ
、
か
つ
、
京
都
に
お
け
る
身
代
隈
り
処
分
に
た
い

す
る
町
組
織
の
共
同
体
的
機
能
の
発
揮
な
ど
の
事
例
を
含
め
な
が
ら
述
べ
、

さ
ら
に
そ
の
貸
付
対
象
が
、
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
以
降
、
郷
貸
と
し

て
農
村
へ
も
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
た
の
が
第
二
節
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
大
名
や
町
人
へ
の
貸
付
は
、
家
屋
敷
・
米
切
手
・
蔵
米
・
商
品
を

引
当
と
し
て
い
る
か
ら
、
貸
付
業
の
展
開
は
、
同
時
に
滞
貸
を
生
み
出
し
、

引
当
、
と
く
に
家
屋
敷
の
蓄
稜
に
連
な
っ
て
い
く
。
引
当
の
財
貨
が
相
場

変
動
な
ど
に
よ
り
、
貸
金
に
対
応
し
な
く
な
る
と
、
そ
の
滞
貸
は
塞
り
物

と
な
っ
て
累
積
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は
、
と
く
に
、

大
坂
両
替
店
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
大
名
貸
を
主
と
．
す
る
塞
り
物
と
、

家
屋
敷
の
流
れ
こ
み
の
結
果
と
し
て
の
蓄
穣
が
、
十
八
世
紀
後
半
以
降
婚

大
し
て
い
く
。
こ
の
状
況
を
追
跡
し
た
の
が
第
三
節
で
あ
る
。
江
戸
繭
替

店
で
も
、
御
為
替
金
で
は
な
く
名
目
金
（
上
野
御
貸
付
・
御
用
御
貸
付
他
）

貸
付
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
別
と
す
れ
ぱ
、
貸
付
の
実
態
や
そ
の
結
果

に
つ
い
て
は
、
大
坂
と
そ
れ
ほ
ど
変
り
は
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
に
お
い

て
は
償
務
弁
済
慣
行
が
京
都
と
は
全
く
違
っ
て
い
て
、
内
済
原
則
が
貫
徹

し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
（
第
四
節
）
。
以
上
の
京
・
江
戸
・
大
坂

両
替
店
を
主
と
し
、
京
両
替
店
を
本
店
格
と
す
る
両
替
店
一
巻
の
全
体
に

つ
い
て
、
そ
の
延
銀
”
純
益
金
で
は
、
宝
暦
十
年
、
文
政
・
天
保
年
間
、

明
治
初
年
を
増
大
期
と
し
て
変
動
し
、
自
己
資
金
で
は
、
明
和
・
天
保
以

降
の
増
大
が
犬
き
い
が
、
幕
末
の
そ
れ
は
塞
り
物
の
増
大
を
も
伴
っ
て
い

る
こ
と
を
概
観
し
た
上
で
、
享
保
・
元
文
、
明
和
・
安
永
、
化
政
・
天
保
、
、

天
保
改
革
後
、
幕
末
の
各
期
に
わ
け
て
、
両
替
店
経
営
の
様
相
の
特
徴
づ

け
を
行
な
っ
て
い
る
（
第
五
節
）
。
第
六
節
は
明
治
初
年
の
両
替
店
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
政
府
御
用
と
結
ぴ
つ
き
、
政
府
へ
の
出
資
金
な
ど
を
通

じ
て
、
越
後
屋
経
営
の
破
綻
と
対
応
し
て
政
府
御
用
へ
と
傾
斜
し
て
い
く

様
子
を
述
ぺ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
政
府
預
り
金
と
自
己
貸
付
金
と
は

別
で
あ
っ
て
、
政
府
預
り
金
か
ら
は
、
直
接
の
利
点
を
う
け
て
は
い
な
い

と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
（
第
六
節
）
。

　
第
三
章
は
、
全
体
と
し
て
、
本
店
一
巻
に
属
す
る
越
後
屋
の
経
営
分
析

で
あ
る
。
そ
の
基
本
台
帳
は
、
京
本
店
が
大
元
方
に
た
い
し
て
ま
と
め
て

営
業
報
皆
を
し
た
「
大
録
」
で
あ
っ
て
、
ま
ず
、
こ
の
「
大
録
」
に
集
約

さ
れ
て
く
る
帳
簿
体
系
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
（
第
一
節
）
。
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

で
、
利
益
金
、
総
売
上
高
・
仕
入
高
・
利
益
率
に
よ
っ
て
、
享
保
・
元
　
3
1
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文
・
宝
暦
掛
を
ビ
ー
ク
と
す
る
営
業
概
要
が
示
さ
れ
、
越
後
星
経
営
の
二

つ
似
要
点
と
も
い
う
ぺ
き
、
西
陣
織
物
の
仕
入
と
江
戸
で
の
販
売
、
店
前
．

現
金
売
り
の
商
法
に
つ
い
て
、
十
八
世
紀
前
半
に
は
順
調
に
展
開
し
た
が
、

十
八
世
紀
半
ば
以
降
、
地
方
機
業
や
綿
業
の
展
開
と
、
札
掛
率
の
増
大
と

に
よ
っ
て
経
営
不
振
を
招
く
に
至
り
、
寛
政
の
経
営
改
革
や
、
文
化
年
間
．

似
仲
間
独
占
強
化
に
よ
る
経
営
改
善
が
目
論
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
事
情
が

述
ぺ
ら
れ
て
い
る
（
第
二
節
）
。
つ
い
で
、
本
店
一
巻
の
本
店
楕
で
あ
る
京

本
店
の
資
金
構
造
に
つ
い
て
、
本
店
一
巻
で
の
資
本
概
念
と
し
て
の
自
己

資
金
が
確
定
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
自
己
資
金
の
変
動
が
示
さ
れ
る
。
こ
の

自
己
資
金
の
動
向
は
、
ほ
ぼ
、
越
後
屋
の
経
営
動
向
と
撲
を
一
に
す
る
が
、

資
産
は
異
な
っ
た
動
き
を
示
す
。
売
掛
金
・
非
営
業
的
時
貸
・
正
有
金
銀

等
の
器
穂
・
増
減
に
よ
っ
て
、
資
産
は
、
不
良
資
産
の
整
理
を
行
な
っ
て

も
、
ほ
ぼ
、
一
貫
レ
て
増
大
す
る
。
こ
の
資
金
と
資
産
と
を
運
周
す
る
、

越
後
屋
奉
公
人
は
、
一
〇
二
〇
人
（
天
保
元
年
）
規
襖
で
あ
る
が
、
そ
の

奉
公
人
に
つ
い
て
、
店
員
組
織
と
構
成
と
が
考
察
さ
れ
、
明
治
初
年
に
そ

の
奉
公
人
数
が
激
滅
す
る
に
至
っ
た
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
第
三
節
）
。

越
後
屋
の
主
要
取
扱
商
品
で
あ
る
反
物
に
つ
い
て
は
、
西
陣
か
ら
の
買
次

商
人
・
絹
問
屋
を
通
じ
て
の
仕
入
及
び
直
買
を
中
心
と
す
る
が
、
十
八
世

紀
半
ば
以
降
、
買
宿
や
直
買
に
よ
る
絹
加
賀
丹
後
の
増
、
唐
物
・
本
紅
の

滅
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
の
木
綿
縞
の
増
な
ど
の
特
徴
を
示
し
た
上
で
、

西
陣
で
の
仕
入
体
系
の
骨
路
を
な
す
、
京
都
十
伸
間
呉
服
組
二
十
軒
組
を

頂
点
と
す
る
株
仲
間
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
の
二
十
軒
組
は
、
・
江
戸
呉
服
問

屋
伸
間
と
対
応
し
、
そ
の
下
に
多
種
多
様
の
仲
間
を
従
属
さ
せ
て
い
る
が
、

そ
の
印
で
撰
糸
仲
買
伸
間
を
通
じ
て
の
織
屋
支
配
が
進
行
し
て
行
き
、
伏

機
・
賃
機
関
係
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
＆
れ
て
い
る
。
越
後

屋
は
二
十
軒
組
の
一
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
株
仲
間
体
制
で
の
指
導
性
を
確

保
し
て
い
る
が
、
右
の
撰
糸
仲
買
仲
閥
に
は
上
之
店
が
加
入
し
て
い
る
。

上
之
店
は
織
物
を
仕
入
れ
て
本
店
に
供
給
す
る
と
と
も
に
、
質
仲
間
に
加

入
し
て
、
質
屋
と
し
て
の
営
業
を
も
行
な
い
、
さ
ら
に
糸
取
引
を
も
兼
業

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
営
構
造
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
第
四
節
）
。

呉
服
問
星
は
そ
の
商
品
の
仕
入
加
工
工
程
を
掌
握
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

練
張
染
の
工
程
を
担
当
す
る
職
方
が
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
京
本
店
で
は
十

八
世
紀
後
半
に
は
二
〇
〇
人
余
の
出
入
職
人
が
居
り
、
晒
加
工
に
つ
い
て

は
前
貸
請
負
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。
染
色
に
つ
い
て
は
、
本
紅
染
色
を
そ

れ
ま
で
の
請
負
加
工
か
ら
内
染
に
す
る
た
め
に
紅
店
が
開
か
れ
た
。
本
店

か
ら
の
請
負
染
色
を
主
業
と
す
る
が
、
紅
花
の
産
地
直
買
を
め
ぐ
っ
て
紅

花
問
屋
と
係
争
と
な
り
、
結
局
、
呉
服
師
が
紅
花
問
屋
を
従
属
さ
せ
る
形

で
決
着
し
た
、
紅
店
は
、
職
人
・
日
雇
な
ど
を
合
め
て
、
一
日
平
均
二
八

人
程
度
の
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
、
そ
の
紅
店
の
幕
末

に
至
る
動
向
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
第
五
節
）
。
前
述
の
よ
う
に
、
越
後

屋
は
、
十
八
世
紀
半
ぱ
以
降
、
木
綿
太
物
の
仕
入
に
の
り
だ
す
。
江
戸
向

店
が
中
心
と
な
っ
て
大
坂
・
伊
勢
・
奥
州
・
尾
張
・
三
河
か
ら
関
束
へ
と

そ
の
商
域
を
拡
げ
て
い
く
が
、
そ
の
仕
入
方
式
は
、
各
地
の
買
次
問
屋
か

ら
の
仕
入
と
、
買
宿
の
設
置
に
よ
る
仕
入
で
あ
る
。
こ
の
江
戸
向
店
の
木

綿
・
太
物
仕
入
に
た
い
し
、
京
本
店
で
の
自
木
綿
仕
入
は
、
伯
曹
・
出
雲

に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
十
八
世
紀
後
半
、
買
宿
を
設
け
て
、

越
後
屋
の
主
導
に
よ
る
生
産
条
件
の
設
定
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
独
上
］
の
も

と
に
棉
作
か
ら
棉
織
が
間
屋
制
関
係
を
内
容
と
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
。
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こ
の
棉
業
は
や
が
て
、
生
産
の
展
開
に
伴
っ
て
、
棉
価
が
上
昇
し
、
島
取

藩
の
専
売
仕
法
の
影
響
を
も
う
け
て
、
越
後
屋
の
独
占
は
崩
れ
て
行
く

（
第
六
節
）
。
さ
ら
に
、
著
者
は
、
近
江
布
や
南
都
晒
の
仕
入
に
つ
い
て
、

そ
の
産
地
の
生
産
構
造
、
流
通
機
構
、
及
ぴ
彦
根
藩
郡
山
藩
な
ど
の
藩
政

の
動
向
な
ど
に
配
慮
し
な
が
ら
論
述
し
（
第
七
節
）
、
最
後
に
、
越
後
屋

が
慕
末
・
明
治
初
年
に
経
営
破
縦
に
陥
っ
た
様
相
を
分
析
す
る
。
そ
の
中

で
、
天
保
改
革
の
物
価
引
下
令
が
経
営
に
犬
き
な
圧
追
を
加
え
た
こ
と
、

開
港
に
さ
い
し
て
は
、
国
産
会
所
型
管
理
貿
易
を
想
定
し
、
そ
れ
が
潰
え

る
と
江
戸
店
の
生
糸
貿
易
進
出
を
計
画
し
、
そ
れ
も
早
く
（
文
久
三
年
）

に
中
止
し
た
こ
と
、
本
店
で
は
名
目
的
取
扱
高
は
増
大
し
た
が
実
質
的
経

営
困
難
は
進
行
し
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
縞
局
、
伝
統
的
な
本
店
一
巻
機

構
は
実
質
的
に
破
綻
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
東
京
本
店
が
京
本
店
か
ら
自

立
し
、
呉
服
店
・
糸
店
な
ど
越
後
屋
の
分
離
が
行
か
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
、

三
井
家
は
新
た
な
銀
行
創
立
構
想
を
具
体
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と

し
て
い
る
（
第
八
節
）
。

　
第
四
章
・
第
五
章
は
、
こ
れ
迄
の
章
に
た
い
し
て
補
論
の
位
置
を
し
め

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
章
で
は
、
越
後
屋
が
長
崎
貿
易
と
唐
反
物

の
仕
入
を
基
軸
と
し
て
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
も
直
買
を
め
ぐ
っ
て
、

長
崎
巻
物
屋
と
係
争
を
起
し
た
が
、
事
実
上
、
国
内
機
業
の
発
展
に
よ
り

唐
反
物
仕
入
の
必
要
性
は
弱
ま
り
、
越
後
星
に
と
っ
て
長
崎
方
の
経
営
は

金
融
業
を
主
体
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
十
八
世
紀
半
ぱ

以
降
越
後
屋
は
幕
府
政
策
と
緒
ぴ
つ
い
て
、
京
長
崎
問
屋
に
絶
対
的
な
支

配
カ
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
述
ぺ
（
第
一
節
）
、
つ
い
で
、
長
崎
貿
易

に
お
け
る
荒
物
（
第
二
節
）
・
薬
種
（
第
三
節
）
・
鈷
丹
（
第
五
節
）
の
仕

入
に
つ
い
て
そ
の
国
内
で
の
流
通
間
題
を
含
め
て
考
察
し
、
そ
れ
ら
の
金

融
．
仕
入
に
伴
う
荷
為
替
体
制
（
第
四
節
）
と
、
幕
末
期
の
長
崎
方
の
行

詰
り
と
終
煽
（
第
六
節
）
に
つ
い
て
述
ぺ
て
い
る
。

　
第
五
章
は
、
越
後
屋
の
絹
・
生
糸
仕
入
に
関
す
る
分
析
で
あ
っ
て
、
は

じ
め
に
、
京
糸
絹
間
星
の
機
能
と
機
構
と
に
つ
い
て
述
べ
、
十
八
世
紀
半

ぱ
、
絹
問
屋
仲
間
が
結
成
さ
れ
て
地
方
絹
統
制
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
糸
絹

問
屋
は
、
前
貸
に
よ
っ
て
、
地
方
糸
絹
荷
主
を
従
属
さ
せ
て
い
た
こ
と
、

糸
問
屋
の
株
仲
間
批
判
を
機
に
、
和
糸
問
屋
の
国
訳
繍
成
が
行
わ
れ
た
こ

と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
、
越
後
屋
糸
店
・
間
之
町
店
の
経
営

分
析
を
行
な
い
、
登
糸
と
田
舎
絹
の
地
方
荷
主
に
は
、
近
江
商
人
を
中
心

と
す
る
他
国
荷
主
と
、
国
元
荷
主
と
が
存
在
し
、
そ
の
機
能
に
大
き
な
違

い
が
あ
る
こ
と
、
越
後
屋
に
つ
い
て
み
れ
ぱ
、
荷
主
と
問
星
と
の
間
に
は
、

個
別
的
固
定
的
支
配
従
属
関
係
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
、

最
後
に
、
幕
末
・
明
治
初
年
の
末
期
的
経
営
状
況
と
、
糸
店
の
神
戸
為
替

会
社
へ
の
連
動
と
を
見
通
し
て
、
本
論
文
は
終
っ
て
い
る
。

四
　
本
論
文
の
評
価

　
本
論
文
に
つ
い
て
評
価
す
る
ぺ
き
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ω
　
三
井
研
究
に
そ
く
し
て
い
え
ぱ
、
本
論
文
は
、
近
世
三
井
家
の
経
営

に
つ
い
て
、
経
営
史
研
究
と
し
て
そ
の
諸
側
面
を
明
ら
か
に
し
、
三
井
研

究
の
綜
合
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
、

部
分
的
に
し
か
、
或
い
は
全
く
、
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
都
分
に
つ
い

て
の
開
拓
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
、
蓄
積

さ
れ
て
き
た
研
究
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
説
化
さ
れ
て
き
た
幾
つ
か
の
点
に

317



一橋論叢第90巻第2号（174）

つ
い
て
、
三
井
家
文
書
に
戻
っ
て
再
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
含
ま
れ
て

い
る
。

㈲
　
ま
た
、
本
論
文
は
、
三
井
研
究
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
た
め
の
足
が

か
り
を
か
た
め
た
と
い
っ
て
よ
い
。
三
井
研
究
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
重

要
な
間
題
点
は
、
「
多
帳
簿
制
複
式
決
算
簿
記
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、

そ
の
史
料
体
系
に
あ
る
。
こ
の
特
徴
づ
け
は
早
く
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、

「
大
録
」
を
は
じ
め
と
す
る
と
く
に
本
店
一
巻
に
関
す
る
基
本
史
料
の
分

析
・
解
明
は
、
殆
ど
不
充
分
に
し
か
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
史
的
な
状
況
を
考
え
れ
ぱ
、
本
論
文
の
も
っ
て
い
る
三
井

研
究
史
上
の
位
置
は
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

㈹
　
本
論
文
は
、
三
井
研
究
が
わ
が
国
の
社
会
経
済
史
研
究
の
中
に
、
有

機
的
に
位
置
づ
く
手
が
か
り
を
、
三
井
研
究
の
側
か
ら
確
か
な
も
の
に
し

た
と
評
価
で
き
よ
う
。
著
者
は
、
幕
府
や
藩
の
行
財
政
と
の
関
係
、
各
地

方
で
の
生
産
構
造
・
流
通
機
構
と
の
関
係
を
、
常
に
視
野
の
中
に
入
れ
な

が
ら
三
井
研
究
を
行
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
論
証
の
た
め
に
提
示
し

て
い
る
き
わ
め
て
多
数
の
個
別
的
事
例
は
、
三
井
研
究
以
外
の
視
点
よ
り

す
れ
ぱ
、
自
ら
異
な
っ
た
問
題
の
解
明
の
た
め
の
史
実
と
も
な
り
う
る
も

の
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
か
ら
の
、
そ
れ
ら
の
史
実
の

理
解
と
評
個
と
を
、
交
流
・
交
錯
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の

基
礎
を
本
論
文
は
つ
く
り
出
し
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
本
論
文
に
も
ま
た
、

不
充
分
な
て
ん
が
あ
る
と
い
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

㈹
　
論
文
申
の
個
別
的
な
幾
つ
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
今
後
、
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
殆
ど
全
て

の
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
中
に
お
い
て
、
著
者
自
身
が
確
言
を
保
留
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
列
挙
す
る
必
要
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

㈲
　
本
論
文
に
お
い
て
、
著
者
は
、
三
井
家
の
経
営
の
諸
側
面
を
丹
念
に

解
明
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
基
礎
的
実
証
的
研
究
に
止
ま
っ
て
い
る

と
い
う
感
を
強
く
す
る
。
こ
の
実
証
研
究
の
上
に
、
著
者
は
、
近
世
目
本

商
業
経
営
論
を
展
開
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
論
理

化
の
し
。
こ
と
の
中
で
、
お
そ
ら
く
三
井
研
究
そ
れ
自
体
の
中
に
再
検
討
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
側
面
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

五
　
結

　
審
査
員
は
、
本
論
文
に
つ
い
て
上
記
の
評
個
を
与
え
、
本
論
文
は
、
わ

が
国
江
戸
時
代
最
大
の
都
布
商
人
で
あ
っ
た
三
井
家
を
研
究
対
象
と
し
、

そ
の
経
営
に
つ
い
て
、
手
が
た
く
実
証
的
な
分
析
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

日
本
社
会
経
済
史
研
究
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

　
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
は
、
著
者
が
一
橋
大
学
社
会
学
博
士
の
学

位
を
う
け
る
に
十
分
値
い
す
る
も
の
と
判
断
す
る
。

　
　
　
昭
和
五
八
年
五
月
一
一
日
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