
書

評

日
本
営
業
大
系
編
集
委
員
会
編

『
日
本
塩
業
大
系
　
史
料
編
古
代
・
中
世
O
』

（一）

上
　
　
島

津

　
最
近
の
わ
が
国
経
済
の
急
速
な
発
展
と
技
術
革
新
に
と
も
な
っ
て
、
入
類

の
生
存
に
必
須
の
塩
の
生
産
方
法
は
、
昭
和
四
十
六
年
に
至
っ
て
、
従
来
の

塩
田
製
塩
か
ら
イ
オ
ン
交
換
膜
法
に
転
換
さ
れ
、
長
い
歴
史
と
独
特
の
生
産

構
造
を
も
つ
塩
田
は
姿
を
消
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
前
期
に
当
っ
て
、
日

本
専
売
公
社
に
お
い
て
、
散
逸
の
お
そ
れ
の
あ
る
わ
が
国
の
二
業
関
係
の
史

料
を
保
存
し
、
塩
業
の
発
展
過
程
を
集
大
成
す
る
と
い
う
目
的
で
、
本
論
六

巻
・
史
料
編
十
一
巻
か
ら
成
る
『
日
本
塩
業
大
系
』
の
刊
行
が
企
画
さ
れ
た

の
は
、
ま
こ
と
に
蒔
宜
に
適
し
た
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
中
世
以

前
の
塩
瀬
関
係
史
料
が
も
っ
と
も
豊
蜜
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
瀬
戸
内
海
・
伊

勢
湾
・
若
狭
湾
関
係
史
料
の
う
ち
、
瀬
芦
内
海
の
伊
予
国
弓
削
島
庄
お
よ
び

備
後
国
困
島
庄
に
関
す
る
中
世
の
史
料
を
収
め
て
い
る
。
こ
と
に
弓
削
島
庄

は
、
古
く
か
ら
「
塩
の
庄
園
」
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
た

ん
に
製
塩
に
直
接
関
係
す
る
史
料
だ
け
で
な
く
、
広
く
下
庄
の
成
立
か
ら
没

落
に
至
る
す
べ
て
の
史
料
を
採
録
し
て
い
る
。

　
本
書
は
ま
ず
解
題
を
掲
げ
て
、
弓
削
島
庄
・
照
島
庄
の
歴
史
全
体
を
概
観

す
る
。
こ
の
二
つ
の
庄
園
は
、
東
寺
領
庄
園
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
比
較
的
研
究
の
お
く
れ
た
庄
園
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
解
題

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
両
庄
の
全
体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
大
き

な
収
穫
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
に
は
喝
遡
島
庄
関
係
史
料
三
百
二
点

・
困
島
庄
関
係
史
料
六
十
四
点
と
、
付
録
と
し
て
上
弓
…
削
村
元
禄
二
年
地
平

均
検
地
帳
と
下
弓
町
村
元
禄
二
年
検
地
帳
写
を
収
め
る
。
両
庄
の
関
係
史
料

は
「
東
寺
百
合
文
書
」
を
は
じ
め
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
た
関
係
史
料
は
も
ち

ろ
ん
、
最
近
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
藤
井
孝
昭
氏
所
蔵
「
東
寺
長
者

補
任
」
の
紙
背
文
書
、
さ
ら
に
は
江
戸
時
代
の
写
本
で
あ
る
「
白
河
本
東
寺

百
合
古
文
書
」
（
以
下
「
白
河
本
」
と
略
す
る
）
か
ら
も
関
係
史
料
を
収
録
し

て
い
る
。
そ
し
て
解
題
で
は
、
こ
れ
ら
の
関
係
文
書
を
逐
｝
解
説
し
て
お
り
、

入
念
な
編
集
の
　
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
解
題
で
は
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
点
を
；
葭
付
け
加
え
る
と
、
藤
井
孝
昭
氏
順
義
「
東
寺
長

者
補
任
」
は
、
東
寺
観
愚
心
金
剛
蔵
聖
教
の
う
ち
の
一
箱
に
収
め
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
四
十
年
頃
他
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

（二）

　
い
ず
れ
の
書
物
も
そ
う
で
あ
る
が
、
特
に
史
料
集
の
刊
行
に
は
、
高
度
の

正
確
さ
と
質
の
高
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
一
般
の
研
究
者
で
は
、

史
料
の
原
本
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
影
写
本
で
す
ら
そ
う
簡
単
に
検
索
・
照

念
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
史
料
集
の
刊
行
が
、
歴
史
研
究
の
基

礎
作
業
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
一
つ
の
史
料
で

も
誤
っ
た
形
で
印
刷
さ
れ
る
と
、
余
程
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
そ
れ
を
訂
正
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評書

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
誤
っ
た
形
の
ま
ま
利
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
そ
の
影
響
は
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
本
書
は
従
来
の
史
料
集
に
比
し
て
抜
群
の
正
確

さ
と
、
細
か
い
配
慮
の
も
と
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
も
信
頼
度

の
高
い
『
大
日
本
古
文
書
』
に
も
決
し
て
見
劣
り
の
す
る
も
の
で
は
な
い
。

以
下
、
た
ん
に
本
書
の
内
容
を
検
討
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
広
く
史
料

集
編
纂
の
あ
り
方
と
い
う
基
本
的
な
問
題
と
も
関
連
さ
せ
つ
つ
、
感
ず
る
所

を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
本
書
の
ひ
と
つ
の
特
色
は
、
同
一
文
書
の
案
文
が
何
通
あ
ろ
う
と
、
そ
れ

を
す
べ
て
収
録
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
文
書
の
正
文
と

案
文
が
論
評
か
あ
る
場
合
に
は
、
両
者
の
区
別
を
正
確
に
行
い
、
正
文
を
優

先
さ
せ
て
、
ま
ず
そ
れ
を
収
録
す
る
。
し
か
し
、
案
文
に
も
そ
れ
な
り
の
史

料
的
価
値
を
見
出
し
て
、
正
文
と
同
一
の
本
文
の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
一

通
一
通
に
つ
い
て
そ
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
端
裏
書
・
端
書

等
で
正
文
に
み
え
な
い
記
述
は
確
実
に
収
録
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
本

書
の
引
用
史
料
の
主
要
部
分
を
占
め
る
東
寺
百
合
文
書
に
は
、
重
要
な
文
書

に
つ
い
て
は
、
同
一
文
書
の
案
文
が
何
通
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。
普
通
、
史

料
の
採
訪
に
当
っ
て
は
、
同
一
の
文
書
が
高
説
か
あ
る
と
ぎ
に
は
、
　
一
通
だ

け
は
と
る
が
、
あ
と
は
省
略
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
同
一
案

文
が
何
通
か
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
、
歴
史
を
考
え
る
ひ
と

つ
の
材
料
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
通
一
通
が
作
成
さ
れ
た
背
景
を
考

え
る
こ
と
に
一
定
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
東
寺
領
の
個
別

庄
園
の
史
料
集
が
二
・
三
刊
行
さ
れ
、
ま
た
文
書
目
録
も
作
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
に
は
、
正
文
で
あ
ろ
と
案
文
で
あ
ろ
う
と
余
り
区
別
せ
ず
、
と
に

か
く
一
通
だ
け
収
録
し
た
ら
万
事
終
れ
り
と
い
っ
た
式
の
も
の
も
見
受
け
ら

れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
本
書
は
実
に
細
か
い
所
ま
で
神
経
を
配
っ
て
お

り
、
史
料
集
は
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
史
料
集
の
見
本
と
も
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
私
が
さ
さ
や
か
な
提
言
を
行
っ
た
こ

と
が
あ
る
が
（
『
鎌
倉
遺
文
』
月
報
四
所
収
拙
稿
「
正
文
と
案
文
」
参
照
）
、

そ
れ
が
本
書
に
お
い
て
実
行
に
移
さ
れ
た
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
成
果
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
弓

削
島
庄
関
係
史
料
二
五
㎝
号
（
以
下
「
丙
二
五
｝
号
」
の
よ
う
に
略
す
る
）

・
同
二
五
二
号
文
書
の
端
書
に
よ
っ
て
、
弓
二
四
七
号
の
足
利
義
詮
御
判
御

教
書
の
担
当
奉
行
人
（
し
た
が
っ
て
こ
の
御
教
書
の
執
筆
者
）
は
斎
藤
藤
内

右
衛
門
尉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
弓
＝
二
九
号
文
業
に
よ
っ

て
、
そ
の
案
文
で
あ
る
弓
一
四
〇
号
文
書
の
日
付
の
誤
が
訂
正
さ
れ
て
い
る

な
ど
は
、
そ
の
一
例
と
い
え
る
。

　
正
文
が
最
も
信
頼
で
き
る
文
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
正
文
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
余
り
に
影
写
本
そ
の
も
の
を
信
用
す
る
と
、
案
外
な
落
し

穴
に
か
か
る
場
合
が
あ
る
。
影
写
本
に
よ
る
と
、
弓
削
群
類
・
平
野
殿
庄
等

の
東
寺
供
僧
方
の
庄
園
を
安
堵
し
た
後
光
厳
天
皇
論
旨
（
弓
二
四
六
号
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

日
付
は
、
　
「
延
文
元
年
二
月
八
日
」
と
な
っ
て
お
り
、
本
書
も
そ
れ
に
従
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
原
本
（
東
寺
文
書
）
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
影
写
誤
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
、
正
し
く
は
「
延
文
元
年
十
一
月
八
日
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弓

二
四
九
号
②
（
本
霧
三
六
二
頁
の
頭
注
に
こ
れ
を
「
後
光
厳
天
皇
院
宣
案
」

と
す
る
が
、
明
ら
か
に
校
正
誤
で
あ
る
）
に
収
め
た
案
文
の
日
付
の
方
が
正

し
い
の
で
あ
る
。
『
大
日
本
史
料
』
（
第
六
標
野
〇
、
九
一
一
頁
）
で
は
、

も
ち
ろ
ん
影
写
本
に
よ
り
つ
つ
も
、
日
付
の
「
二
月
」
の
横
に
「
（
十
一
月

力
）
」
と
付
記
し
て
、
疑
問
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
十
一
月
八
日
に

は
、
上
桂
庄
・
拝
師
庄
等
の
供
僧
学
衆
兼
帯
の
庄
園
に
対
す
る
安
堵
の
論
旨
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が
下
さ
れ
て
お
り
、
奉
者
（
蔵
人
）
は
も
ち
ろ
ん
、
文
面
も
両
方
同
じ
で
あ

る
。
延
文
元
年
十
一
月
八
日
、
東
寺
の
供
僧
方
庄
園
と
供
僧
学
衆
兼
帯
の
庄

園
の
二
つ
に
、
同
時
に
安
堵
の
縮
旨
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
見

出
さ
れ
る
の
あ
っ
て
、
影
写
本
の
よ
う
に
日
付
が
問
違
っ
て
い
る
と
、
そ
の

史
料
的
価
値
が
減
殺
さ
れ
る
。

（＝一）

　
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
色
は
、
史
料
の
残
存
形
態
を
で
き
る
だ
け
忠
実

に
復
原
・
収
録
し
て
、
そ
の
利
用
価
値
を
高
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
多
く

の
史
料
集
は
、
手
継
券
文
・
譜
代
相
伝
重
書
・
訴
陳
状
と
そ
の
具
書
案
の
よ

う
に
、
何
通
か
の
文
書
が
連
続
し
て
一
点
の
文
書
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る

場
合
（
た
と
え
ば
弓
一
七
三
号
・
弓
二
八
七
号
文
書
）
に
は
、
一
通
ず
つ
ぼ

ら
ぼ
ら
に
し
て
、
該
当
年
次
の
所
に
収
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
影
写
本
の
限

界
に
関
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
何
通
か
の
正
文
が
連
続
し
た
手

歪
面
文
を
影
写
す
る
場
合
、
影
写
本
が
冊
子
に
仕
立
て
ら
れ
る
と
い
う
関
係

か
ら
、
一
通
ず
つ
ば
ら
ば
ら
に
影
写
し
た
方
が
、
何
通
か
を
接
続
し
て
影
写

す
る
よ
り
も
、
出
来
上
っ
た
も
の
の
収
ま
り
が
よ
い
。
そ
の
た
め
、
本
来
は

何
通
か
の
正
文
が
接
続
し
た
形
で
影
写
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、
す
で
に
影
写

本
の
段
階
で
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
影
写
本
を
基
礎

に
し
て
作
ら
れ
た
史
料
集
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
も
と
の
形
に
復
原
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
本
来
の
手
継
斑
文
の
形
は
完
全
に
央
わ
れ
て
し
ま

い
、
史
料
集
と
し
て
の
価
値
は
削
減
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
影
写
本
の
限
界
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
史
料
の
あ
る
べ

き
形
を
追
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
示
す
と
、
因
三
九
・
四
〇

号
文
書
の
場
合
で
あ
る
。
原
本
に
よ
る
と
こ
の
二
点
の
文
書
は
接
続
し
た
一

点
の
文
書
（
東
寺
雑
訴
頼
勝
申
状
井
具
書
案
）
で
、
そ
の
紙
継
目
に
は
奉
行

人
飯
尾
為
清
の
裏
花
押
が
あ
る
。
し
か
し
影
写
本
で
は
、
そ
の
継
目
裏
花
押

を
無
視
し
て
　
（
従
っ
て
当
然
継
目
裏
花
押
は
影
写
さ
れ
て
い
な
い
）
、
そ
れ

ぞ
れ
独
立
の
文
書
と
し
て
切
り
離
し
て
影
写
し
た
た
め
、
こ
の
影
写
本
を
底

本
と
し
た
本
書
に
あ
っ
て
は
、
両
者
を
接
続
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
普
通
の
史
料
集
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
因
四
〇
号
文
書
は
「
因
島
庄

文
書
案
」
と
い
う
名
称
で
、
別
の
所
に
収
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

本
書
で
は
、
か
か
る
影
写
本
の
限
界
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
東
寺
雑
事
頼
勝
申

状
具
書
案
」
と
い
う
適
切
な
文
書
名
を
付
し
て
、
因
三
九
号
の
東
寿
雑
掌
頼

勝
申
状
の
次
に
配
置
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ぼ
眼
光
紙
背
に
徹
す
る
史

料
操
作
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
関
係
者
の
見
識
に
敬
意
を
表
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
付
言
す
る
な
ら
ば
、
上
述
の
よ
う
な
編
集
方
針
に
よ
っ

て
文
書
を
配
列
し
た
場
合
に
は
、
別
の
面
で
の
不
便
さ
が
お
こ
る
の
も
事
実

で
あ
る
。
た
と
え
ば
喝
二
八
七
号
ω
㈲
⑥
⑦
文
書
は
、
本
来
一
連
の
も
の
と

し
て
利
用
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
四
通
の
案
文
が
一
括
し

て
書
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
¢
0
と
⑦
は
正
文
が
現
存
す
る

た
め
鎌
倉
中
期
の
所
に
配
列
さ
れ
、
⑤
と
⑥
は
正
文
は
現
存
せ
ず
案
文
だ
け

だ
と
い
う
理
由
で
、
室
町
時
代
後
期
の
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
利
用
の
便

だ
け
か
ら
い
え
ぱ
、
㈲
⑥
と
も
に
鎌
倉
中
期
に
収
め
た
方
が
都
合
が
よ
い
。

同
様
の
こ
と
は
、
悶
一
六
号
文
書
と
因
六
〇
号
C
D
文
書
に
つ
い
て
も
い
え
る

の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
相
関
連
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
前
者
は
、
東
寺
の
三
綱
が
前
権
僧
正
亮
禅
以
下
二
十
四
人
の
僧
侶
を
、

十
二
賭
不
断
大
勝
金
剛
供
僧
職
に
任
じ
た
補
任
状
（
こ
の
文
書
名
は
交
名
で

は
な
い
）
で
あ
り
、
後
者
は
東
寺
よ
り
そ
の
注
進
を
受
け
た
足
利
尊
氏
が
、
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評書

承
認
の
袖
判
を
す
え
て
、
東
寺
に
返
却
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
後
者
の
文

書
が
、
そ
の
正
文
か
ら
収
録
さ
れ
た
な
ら
ば
（
正
文
は
「
東
寺
文
書
」
射
一

一
＝
一
に
現
存
す
る
）
、
当
然
因
一
六
号
文
書
の
次
に
収
め
ら
れ
て
、
相
関

連
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
寛
正
四
年
に
作
成
さ

れ
た
案
文
か
ら
収
録
さ
れ
た
た
め
、
い
っ
ぽ
う
は
南
北
朝
初
期
の
所
に
、
も

う
い
っ
ぽ
う
は
室
町
末
期
の
所
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
便
を
補
う
た
め
に
は
、
目
次
と
は
別
に
、
巻
宋
に
手
継
券
文

な
ど
を
ば
ら
ば
ら
に
し
た
一
通
一
通
の
編
年
総
目
録
が
付
せ
ら
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
本
書
の
よ
う
に
全
体
の
班
収
文
書
数
が
多
く
な
い
時
に
は
、
そ

れ
程
の
不
便
は
感
じ
な
い
が
（
し
た
が
っ
て
本
書
で
は
そ
れ
を
省
略
し
た
の

で
あ
ろ
う
が
）
、
所
収
文
書
数
が
多
く
な
り
、
た
と
え
ば
同
一
の
史
料
集
が

二
巻
ニ
男
爵
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
れ
ば
、
全
体
の
編
年
総
目
録
は
是
非
必
要

と
な
る
。

（四）

　
前
項
に
お
い
て
は
、
乎
継
竪
文
等
の
本
来
一
点
で
あ
る
べ
き
何
通
か
の
文

書
は
、
本
書
に
お
い
て
は
他
の
多
く
の
史
料
集
の
よ
う
に
一
通
ず
つ
ば
ら
ば

ら
に
せ
ず
、
一
括
し
て
収
録
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
よ
う

な
編
集
方
針
は
、
一
通
の
文
書
の
前
半
部
分
・
後
半
部
分
が
ば
ら
ば
ら
に
な

っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
接
続
さ
せ
て
完
全
な
一
通
の
文
書
と
す
る
と
い

う
よ
う
に
、
細
か
い
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
弓
一
七
三

号
文
書
は
、
そ
の
前
半
部
分
が
「
東
寺
欝
合
文
書
リ
箱
」
　
（
以
下
「
リ
箱
」

と
省
略
す
る
）
に
、
後
半
部
分
が
「
な
箱
」
に
と
い
う
よ
う
に
分
か
れ
て
存

在
し
て
い
る
が
、
本
書
で
は
そ
れ
を
接
続
し
て
も
と
の
形
に
復
原
、
一
通
の

文
書
と
し
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
弓
七
六
号
・
弓
一
七
六
号
文
書
に
も
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
一
通
の
文
書
の
前
半
・
後
半
部
分
を
接
続

さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
因
五
九
号
・
同
六
〇
号
文
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

包
紙
と
本
紙
を
接
続
さ
せ
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
本
書
が
、
た
ん
に

通
り
一
遍
の
史
料
集
で
な
い
こ
と
が
、
こ
れ
で
も
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
は
現
存
の
文
書
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
　
「
東
寺
百
合
文
書
」

の
江
戸
蒔
代
の
写
本
で
あ
る
「
白
河
本
」
を
駆
使
し
て
、
完
全
な
文
書
の
形

を
追
求
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
弓
八
三
号
文
書
で
「
東
女
百
合
文
書
」
の

影
写
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
本
文
だ
け
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
「
白
河

本
」
に
よ
っ
て
端
裏
書
お
よ
び
追
而
書
を
補
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
弓
補
一

号
文
書
の
よ
う
に
、
内
容
の
吟
味
に
よ
っ
て
、
影
写
本
の
錯
簡
を
正
す
な
ど
、

本
書
の
随
所
に
、
そ
の
細
か
い
配
慮
の
あ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
れ
も
影
写
本
の
限
界
に
関
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
述
の
弓
一

七
三
号
文
書
は
「
リ
箱
し
と
「
な
箱
」
の
文
書
が
接
続
さ
れ
て
、
本
来
の
姿

に
復
原
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
本
書
で
は
紙
継
目
の
所
に
「
裏
書
」
と
し
て
、

「
権
大
僧
都
」
以
下
七
人
の
僧
侶
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
原
本
に
よ
る
と
、

こ
れ
は
た
ん
な
る
裏
書
で
は
な
く
、
紙
背
文
書
の
一
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
な
箱
」
の
文
書
の
紙
背
か
ら
、
　
「
リ
箱
」
の
文
書
の
紙
背
に
か
け
て
、
東

寺
々
導
水
聞
に
関
す
る
年
月
日
未
詳
の
十
八
口
供
僧
申
状
案
が
書
か
れ
て
お

り
、
た
ま
た
ま
「
な
箱
」
の
紙
背
文
書
の
影
写
が
省
略
さ
れ
て
、
申
状
の
最

後
の
連
署
部
分
の
十
八
人
の
う
ち
後
の
七
人
が
「
リ
箱
」
の
文
書
の
紙
背
に

書
か
れ
た
た
め
、
そ
れ
だ
け
が
影
写
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
従
っ
て
十
八
人
の

う
ち
十
一
人
は
「
な
箱
」
の
部
分
に
含
ま
れ
影
写
さ
れ
な
か
っ
た
）
。
本
書

の
二
九
二
頁
に
み
ら
れ
る
形
態
で
は
、
表
の
正
和
二
年
九
月
八
日
下
知
状
案

の
署
名
の
一
部
が
裏
に
廻
っ
た
と
考
え
ら
れ
易
い
が
、
そ
れ
と
は
全
く
無
関

係
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
史
料
の
利
用
に
当
っ
て
は
注
意
を
う
な
が
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し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
影
写
本
の
不
備
に
つ
い
て
も
う
一
つ
い
う
と
、
弓

一
一
四
号
の
紙
背
文
書
の
九
月
一
日
と
い
う
日
付
の
下
に
、
　
「
宗
遍
」
と
い

う
差
出
書
が
脱
落
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
封
ウ
ワ
習
の
差
出
人
も
「
孚
遍
」

で
は
な
く
「
宗
遍
」
で
あ
る
。

〈五）

　
こ
れ
ま
で
、
少
し
横
道
に
そ
れ
た
点
も
あ
る
が
、
本
書
は
史
料
集
と
し
て

す
ば
ら
し
い
成
果
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、

細
か
い
こ
と
に
な
る
が
、
二
・
三
気
付
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
ま

ず
弓
二
六
三
号
文
書
は
、
端
裏
書
に
「
御
含
綿
」
と
あ
り
、
ま
た
差
出
書
に

「
御
判
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
か
、
本
書
で
は
こ
れ
に
「
将
軍
足
利
義
満
御
判

御
教
書
案
」
と
い
う
文
書
名
を
付
し
て
い
る
。
し
か
し
義
満
の
御
判
始
は
、

こ
れ
よ
り
約
一
年
半
あ
と
の
応
安
五
年
十
一
月
二
十
三
日
で
あ
り
、
こ
れ
を

「
足
利
義
満
御
判
御
教
書
案
」
と
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
細
川
頼
之
施
行

状
案
（
弓
二
五
四
号
文
書
）
の
本
文
の
収
録
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
『
大

日
本
古
文
書
東
寺
文
書
』
　
（
に
一
八
号
）
を
み
る
と
、
そ
の
差
出
書
に
は

「
…
…
御
判
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
「
御
判
」
と
い
う
の

は
、
必
ず
し
も
将
箪
・
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
応
安
四

年
七
月
の
東
寺
雑
筆
申
状
案
（
弓
二
六
八
号
文
書
）
の
贈
進
文
書
の
選
録
に

は
こ
の
文
書
も
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
「
一
通
　
号
御
書
下
案
」
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
東
寺
側
の
本
分
で
あ
る
と
し
て
も
「
号
…
…
」
と
い
っ
て

い
る
こ
と
は
、
当
時
す
で
に
こ
の
文
書
は
疑
わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
文
書
名
を
つ
け
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、

「
足
利
義
満
御
判
御
教
書
案
」
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
花
押
が
な
く
、
奉
者
の
自
署
だ
け
の
論
旨
・
院
宣
・
御
教
書
、
あ
る
い
は

自
署
だ
け
の
書
状
の
類
は
、
正
文
・
案
文
の
判
定
が
難
し
く
、
最
も
権
威
の

あ
る
史
料
集
で
も
、
ま
ま
誤
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
判
断
の
基
準

に
な
る
の
は
筆
蹟
で
あ
る
が
、
た
ん
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
料
紙
・
書
風
な

ど
に
よ
っ
て
総
合
的
な
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
に
お
い
て

も
、
同
じ
く
日
野
俊
光
の
奉
じ
た
後
伏
見
上
皇
院
寛
の
う
ち
、
弓
一
九
〇
号

文
書
は
正
文
と
す
る
が
、
弓
一
六
〇
号
文
書
を
案
文
と
す
る
と
い
う
よ
う
に

く
い
ち
が
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
二
通
は
、
い
ず
れ
も
「
東
寺
百
合
文
書
」

の
「
こ
箱
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
　
「
こ
箱
」
は
「
勅
旨
院
宜
之
部
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
（
赤
松
俊
秀
教
授
退
宮
記
念
『
国
史
論
集
』
所
収
拙
稿
「
東

寺
百
合
文
書
の
伝
存
に
関
す
る
胴
着
ニ
の
問
題
」
参
照
）
、
給
旨
・
院
寛
・

官
宣
旨
等
の
正
文
を
収
め
た
箱
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
通
の
文
書

は
「
こ
箱
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
正
文
と
し
て
間
違
い
の

な
い
も
の
で
あ
る
が
、
影
写
本
を
み
て
も
、
二
通
の
文
書
の
筆
蹟
は
同
一
で

あ
り
、
ま
た
書
風
も
整
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
正
文
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
蜜
町
幕
府
発
給
文
書
の
文
書
名
に
つ
い
て
で
あ
る
。
室
町
幕
府
の

執
事
あ
る
い
は
管
領
が
、
将
軍
の
意
を
承
っ
た
奉
書
は
、
ふ
つ
う
「
蜜
町
将

軍
家
齪
利
御
教
書
」
　
（
以
下
「
将
軍
家
御
教
書
」
と
略
す
る
）
と
い
わ
れ
、

そ
れ
と
形
式
・
内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
っ
て
も
引
付
頭
人
の
奉
じ
た
「
蜜
町

幕
府
引
付
頭
人
某
奉
書
」
　
（
以
下
「
引
付
頭
人
奉
書
」
と
略
す
る
）
と
区
別

し
て
い
る
。
本
書
も
そ
の
区
分
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
貞
治

五
年
と
同
六
年
に
山
名
時
下
が
奉
じ
た
文
書
（
因
三
一
・
三
四
号
文
書
）
に

つ
い
て
は
疑
聞
が
残
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
二
通
を
い
ず
れ
も
「
将
軍
家
御

教
書
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
頃
の
幕
麿
の
管
領
は
、
貞
治
五
年
八
月
八
日
、

蒔
の
管
領
斯
波
義
将
が
越
前
に
没
落
し
て
か
ら
、
翌
貞
治
六
年
十
一
月
二
十

五
日
、
細
川
渕
上
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
闘
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
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評

現
在
の
通
説
で
あ
る
。
両
文
書
は
こ
の
間
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

も
し
こ
れ
を
「
将
軍
家
御
教
書
」
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
山
名
王
氏
が
管

領
で
あ
っ
た
と
い
う
新
し
い
説
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
文
書
名
は
、
か
か
る
積
極
的
な
薪
説
の
裏
付
が
あ
っ
て
の
主
張
な
の
か

ど
う
か
、
是
非
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
は
、
貞
治
五
・
六
年
段
階
の
山
名
鐘
撞
は
、
や
は
り
引
付
頭
人

と
す
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
貞
治
五
年
十
一
月
十
四

日
の
山
名
時
氏
奉
書
を
受
け
た
同
年
十
二
月
五
日
の
佐
々
木
高
畠
施
行
状
に

は
、
「
引
付
奉
書
如
此
」
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
二
七
、
五
七
八
頁
）
と

み
え
る
。
ま
た
大
勝
金
剛
方
瞬
領
文
書
目
録
（
因
四
一
二
号
文
書
）
に
み
え
る

「
二
河
殿
守
護
時
、
引
付
塞
－
書
井
守
護
施
行
渡
心
志
」
と
い
う
の
は
、
こ
の

山
名
時
氏
奉
書
・
渋
川
義
行
施
行
状
（
因
三
二
号
文
書
に
は
「
遵
行
状
」
と

す
る
が
「
施
行
状
」
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
）
・
尾
崎
加
賀
守
打
渡
状
（
因

三
一
ニ
ニ
エ
・
三
三
号
文
書
）
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

因
三
一
・
三
四
号
文
書
は
、
　
「
将
軍
家
御
教
書
」
で
は
な
く
「
引
付
頭
人
奉

書
」
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
因
四
二
号
文
書
は
「
将
軍
家
御
教

書
」
で
は
な
く
、
足
利
義
満
寄
進
状
（
因
四
一
号
文
書
）
を
施
行
し
た
「
管

領
斯
波
義
将
施
行
状
」
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
き
に
影
写
本
の
限
界
に
つ
い
て
、
一
・
二
気
付
い
た
所
を
述
べ
た
が
、

そ
れ
に
関
し
て
も
う
ひ
と
つ
付
言
す
る
な
ら
ば
、
本
書
で
は
案
文
と
す
る
因

三
九
号
文
書
は
、
実
は
正
文
で
あ
る
。
訴
陳
状
の
正
文
・
案
文
の
判
定
は
、

前
述
の
自
署
だ
け
の
書
状
・
論
旨
・
院
宜
・
御
教
書
等
と
と
も
に
非
常
に
む

つ
か
し
い
場
合
が
多
い
（
原
本
に
よ
っ
て
も
最
終
的
な
決
断
を
下
せ
な
い
場

合
も
あ
る
）
。
し
か
し
、
こ
の
文
書
は
、
も
し
影
写
本
が
正
確
に
影
写
さ
れ

て
い
た
な
ら
ば
、
正
文
と
判
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
庄
園
領

主
が
、
室
町
幕
府
に
対
し
て
武
家
の
押
領
停
止
を
求
め
た
申
状
は
、
正
文
の

形
で
多
数
庄
園
領
主
側
に
残
さ
れ
て
い
る
。
因
三
九
号
文
書
も
、
ま
さ
に
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
申
状
の
正
文
・
案
文
の
判
定
に
は
、
ω

料
紙
　
②
端
裏
の
銘
　
③
裏
花
押
の
三
つ
が
検
討
材
料
と
な
る
。
し
か
し
、

影
写
本
で
は
料
紙
の
質
は
た
し
か
め
よ
う
が
な
い
。
ま
た
⇔
で
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
の
文
書
と
接
続
す
る
因
四
〇
号
文
書
と
の
紙
継
目
の
裏
花
押
は
省
略

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
残
る
検
討
要
素
は
端
裏
に
記
さ
れ
た
奉

行
人
の
銘
だ
け
に
な
る
。
も
し
影
写
本
が
、
こ
の
文
書
の
端
裏
に
書
か
れ
た

奉
行
人
飯
三
々
清
の
銘
を
正
確
に
影
写
し
て
お
れ
ば
、
本
書
の
編
老
は
こ
れ

を
正
文
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
故
か
影
写
本
で
は
、
こ
れ
を
正
確
に

影
写
せ
ず
、
写
字
生
の
字
で
端
裏
書
と
し
て
簡
単
に
扱
っ
て
い
る
。
端
裏
書

と
銘
の
区
別
が
厳
密
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
段
階
で
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
は

あ
る
が
、
こ
れ
で
は
こ
の
文
書
を
正
文
と
判
定
す
る
の
は
困
難
で
、
本
書
が

こ
れ
を
案
文
と
し
た
原
因
は
影
写
本
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
申
状
の
正
文
・
案
文
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
度
鋼
本
古
文
書
学

会
の
学
術
大
会
に
お
い
て
詳
し
く
報
告
し
た
（
な
お
こ
れ
は
「
南
北
朝
期
の

申
状
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
で
『
古
文
書
研
究
』
一
〇
号
に
掲
載
の
予
定
で

あ
る
）
。

（六）

　
以
上
、
書
評
と
し
て
は
、
全
く
型
破
り
の
叙
述
に
終
始
し
た
よ
う
で
あ
る
。

私
が
こ
こ
で
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
史
料
集
の
刊
行
あ
る
い
は
文
書
目
録
の

作
成
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
学
進
展
の
地
道
な
基
礎
作
業
で
は
あ
る
が
、
い

ち
め
ん
、
現
在
の
学
問
水
準
の
最
高
の
成
果
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
近
の
室
町
幕
府
支
配
形
態
の
変
遷
に
関
す
る
す
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ぐ
れ
た
成
果
に
よ
っ
て
、
従
来
の
通
説
的
な
文
需
名
が
い
く
つ
か
訂
正
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

　
本
書
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
希
望
を
申
し
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
決
し

て
あ
ら
探
し
を
屋
的
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
了
解
頂
け
る
も
の
と
思
う
。

も
し
本
書
が
通
り
一
遍
の
史
料
集
で
あ
っ
た
な
ら
、
私
自
身
そ
れ
な
り
の
書

評
で
お
茶
を
に
ご
し
て
お
い
た
で
あ
ろ
う
。
腰
述
す
る
よ
う
に
、
本
書
は
お

そ
ら
く
現
在
望
み
う
る
最
高
水
準
の
史
料
集
で
あ
る
が
故
に
、
そ
し
て
ま
た
、

最
近
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
史
料
集
刊
行
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と

し
て
の
役
割
を
果
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
勝
手
な
希
望
を
述
べ
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
現
在
公
務
と
し
て
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
』
作

成
の
仕
事
に
従
い
、
ま
た
個
人
的
に
は
史
料
集
刊
行
の
準
備
を
進
め
て
い
る

私
自
身
へ
の
自
戒
の
三
葉
で
あ
る
こ
と
も
三
二
し
て
お
き
た
い
。
最
後
に
、

文
中
に
あ
る
い
は
私
の
誤
解
が
あ
り
、
ま
た
理
解
の
至
ら
ぬ
点
が
あ
れ
ば
、

関
係
者
一
同
の
御
海
容
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
は
官
庁

出
版
物
で
あ
る
が
、
希
望
老
に
は
実
費
頒
布
の
方
法
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
一
五
－
一
四
、
臓
本
塩
工
業
会
一
日

本
塩
業
研
究
会
宛
照
会
さ
れ
た
い
。
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京
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Φ
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期
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q
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著

』
ミ
§
、
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ミ
き
忌
、
鼠
の
ミ
魯
ミ

き
鳴
寄
薦
ら
譜
§
晦
壽
ミ
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嵩
い
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大
　
谷
　
敏
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本
著
の
著
者
黄
培
氏
は
オ
ハ
イ
オ
州
、
ヤ
ン
グ
ス
タ
ウ
ソ
州
立
大
学
の
中

国
史
専
攻
の
研
究
者
で
あ
る
。
序
文
に
よ
れ
ば
著
者
は
、
故
李
宗
偶
教
授

と
呉
相
湘
教
授
に
三
二
さ
れ
て
清
代
雍
正
期
研
究
を
志
し
た
と
い
う
。
著
者

は
雍
正
独
裁
政
治
を
研
究
す
る
主
要
な
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
は
雍
正
期
が

三
代
史
研
究
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
点
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
康
煕
帝
が
清
朝
権
力
の
保
持
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
雍
正
帝
は
そ
れ

を
創
造
し
組
織
し
た
人
で
あ
り
、
乾
隆
帝
は
そ
の
上
に
立
っ
て
安
定
と
繁
栄

を
享
受
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雍
正

期
の
研
究
は
、
宮
崎
市
定
博
士
を
始
め
と
し
た
日
本
の
研
究
者
を
除
い
て
、

今
ま
で
各
国
の
歴
史
家
が
ほ
と
ん
ど
注
呂
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
次
に

第
二
の
理
由
は
、
雍
正
独
裁
政
治
の
研
究
こ
そ
、
中
国
の
独
裁
政
治
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
好
個
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
雍
正
期
は
、
中

国
独
裁
政
治
の
最
頂
点
に
達
し
た
時
期
で
あ
り
、
世
界
史
上
に
お
け
る
そ
れ

と
の
比
較
研
究
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
著
者
の
本
文
構
成

に
従
っ
て
各
章
の
内
容
と
問
題
点
を
述
べ
て
お
こ
う
。
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