
介紹

を
多
と
し
た
い
。
文
書
の
内
容
に
関
し
て
は
、
佐

々
木
銀
弥
民
・
脇
田
晴
子
氏
ら
商
業
史
家
に
よ
っ

て
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返

さ
な
い
。
た
だ
、
荏
胡
麻
油
の
専
売
・
自
由
通
行

の
保
証
を
、
室
町
幕
府
は
主
と
し
て
諸
国
の
守
護

を
介
し
て
指
令
し
た
の
で
、
こ
の
文
書
に
は
近

江
・
摂
津
・
播
磨
を
初
め
と
し
て
豊
富
な
守
護
関

係
文
書
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、

一
一
一
・
一
＝
一
各
号
文
書
と
、
　
『
南
禅
寺
文
譲

上
』
所
収
長
禄
二
年
の
幕
府
御
教
書
を
対
照
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
山
名
持
豊
が
一
円
に
守
護

権
を
有
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
た
播
磨
に
於
て
、

赤
穂
・
揖
西
の
少
く
と
も
両
三
が
山
名
三
豊
の
分

郡
で
あ
っ
た
こ
と
が
新
た
に
判
明
す
る
。
　
（
従
っ

て
一
一
一
・
一
＝
一
号
の
山
名
持
豊
は
是
蟄
が
正

し
い
）

　
他
に
紹
介
者
の
遇
目
し
た
若
干
の
点
を
摘
記
し

て
お
く
。
九
五
号
の
細
川
九
郎
は
、
政
元
で
な
く

勝
元
の
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
。
一
一
四
号
・
一
一
六

号
は
と
も
に
近
江
坂
田
郡
等
護
京
極
持
清
の
奉
行

人
奉
雷
で
、
前
者
の
左
側
奉
者
は
多
賀
昌
宗
、
後

者
は
下
河
原
某
お
よ
び
多
賀
高
忠
八
『
佐
々
木
文

書
』
『
醍
醐
寺
文
書
』
ほ
か
）
に
相
違
な
い
。
ま

た
一
四
八
号
は
摂
津
西
成
郡
守
護
細
川
政
賢
奉
行

人
、
一
四
九
・
一
五
〇
各
号
は
西
成
田
守
護
代
の

各
発
給
文
書
で
あ
る
（
『
尊
経
閣
古
文
書
纂
所
収

飯
尾
文
書
』
『
大
徳
毒
文
書
』
前
掲
拙
稿
兵
庫
史

学
参
照
）
。
二
〇
八
号
の
赤
沢
朝
経
は
永
正
四
年

に
死
去
し
て
い
る
の
で
、
本
号
は
一
五
五
号
の
前

に
な
ら
ぶ
べ
き
文
書
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
、
本
文

書
の
利
用
に
際
し
て
少
し
で
も
便
宜
を
と
考
え
た

ま
で
の
蛇
足
に
す
ぎ
ず
、
本
書
の
史
料
価
値
に
は

な
ん
の
影
響
も
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

　
最
後
に
、
望
蜀
を
承
知
の
上
で
今
後
の
史
料
集

編
纂
へ
の
さ
さ
や
か
な
注
文
を
呈
す
る
こ
と
を
お

許
し
願
い
た
い
。
本
巻
の
よ
う
に
利
用
価
値
の
高

い
史
料
集
に
、
花
押
影
の
厚
真
が
付
せ
ら
れ
て
い

な
い
の
は
何
と
も
残
念
で
、
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な

い
。
例
え
ば
『
離
宮
八
幡
宮
文
書
』
の
一
四
二
号

の
花
押
は
、
こ
れ
と
宮
内
庁
所
蔵
『
壬
生
家
文

書
』
の
内
藤
元
貞
遵
行
状
・
弓
庭
若
狭
入
道
打
渡

状
の
花
押
を
対
照
し
て
初
め
て
丹
波
桑
田
郡
代
弓

庭
某
の
発
給
文
書
と
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
一
四
二
号
の
花
押
形
状
が
不
明
で
あ
る
問
は
、

同
文
書
の
利
用
は
不
可
能
に
近
い
。
結
局
、
折
角

珠
玉
の
史
料
集
を
手
に
し
て
も
利
用
に
当
っ
て
は

影
写
本
を
再
点
検
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
状
況
で

は
、
校
訂
老
の
労
も
充
分
に
は
報
わ
れ
ぬ
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
特
に
本
文
書
の
如
き
、
偽
文
書
や

写
の
存
在
を
全
く
心
配
し
な
く
て
よ
い
史
料
で
あ

っ
て
は
雪
雲
で
あ
る
。
僅
少
の
経
費
と
労
を
惜
し

ん
で
悔
を
あ
と
に
残
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

各
地
方
史
編
纂
の
方
に
切
望
し
た
い
。

　
　
（
A
5
判
　
五
七
八
頁
　
図
版
六
頁
　
一
九
七
六
年

　
三
月
　
島
本
町
役
場
）

　
　
　
　
　
　
（
今
谷
　
明
　
京
都
大
学
研
修
員
）

J
・
H
・
プ
ラ
ム
著
　
鈴
木
利
章
訳

『
過
去
の
終
焉
』

　
経
済
誌
に
は
よ
く
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
と
い
う
言

葉
が
登
場
す
る
。
戦
後
最
大
の
不
況
に
直
面
し
て

各
国
と
も
経
済
情
勢
は
必
ず
し
も
良
く
は
な
い
が
、

中
で
も
、
英
国
で
は
危
機
は
経
済
の
み
な
ら
ず
、

政
治
、
社
会
の
諸
分
野
に
お
い
て
も
深
刻
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
危
機
に
直
面
し
た
英
国
の

知
識
人
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
、
そ
の
｝

人
歴
史
家
J
・
H
・
プ
ラ
ム
の
場
合
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
簡
単
に
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　
プ
ラ
ム
は
過
去
℃
融
け
と
歴
史
学
匡
。
。
8
蔓
と
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を
区
別
す
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
司
馬
遷
か
ら
マ
コ

ー
レ
ー
や
ス
タ
ッ
ブ
ズ
に
至
る
ま
で
の
歴
史
叙
述

は
、
支
配
階
級
の
権
威
に
奉
仕
し
、
そ
れ
を
強
化

す
る
た
め
に
過
去
を
解
説
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
は
過
慮
と
呼
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
過
去
と
は
、

つ
ね
に
、
個
々
人
を
抑
圧
し
た
り
、
社
会
を
あ
る

方
向
に
動
か
せ
た
り
、
階
級
を
扇
動
し
た
り
す
る

あ
る
目
的
を
も
っ
て
創
ら
れ
た
イ
デ
オ
寮
ギ
ー
」

な
の
で
あ
る
（
一
〇
頁
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
学
の
目
的
と
は
「
人
間

を
、
個
人
の
側
面
か
ら
と
、
そ
の
個
人
が
こ
の
時

代
の
社
会
的
な
関
連
の
中
に
ど
の
よ
う
に
組
み
こ

ま
れ
て
い
た
か
と
い
う
側
面
か
ら
、
理
解
す
る
こ

と
」
（
一
二
九
頁
）
、
つ
ま
り
「
人
間
と
社
会
に
つ

い
て
の
真
意
を
深
奥
ま
で
汲
み
取
る
こ
と
」
　
（
一

三
一
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
過
芸
が
終
焉
し
、
歴
史
学
が
興
隆

す
る
の
は
、
西
欧
に
お
け
る
歴
史
学
方
法
論
の
発

展
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
近
代
の
科
学
革
命
、
殊
に

二
〇
世
紀
の
技
術
上
の
勝
利
ρ
富
。
プ
轟
9
0
σ
費
8
巴

茸
ご
ヨ
や
プ
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
　
（
一
一
一

頁
）
と
述
べ
た
あ
と
、
結
論
と
し
て
、
今
日
の
歴

史
家
は
人
類
の
真
理
の
た
め
に
ゆ
る
ぎ
な
い
信
念

を
も
ち
、
過
去
の
衰
退
を
早
め
、
歴
史
学
を
そ
の

あ
と
が
ま
に
据
え
る
よ
う
努
め
る
べ
き
だ
と
い
う

（一

ｵ
五
頁
以
下
）
。

　
過
去
と
い
う
術
語
を
過
去
の
事
実
と
い
う
意
味

と
、
棄
て
ら
れ
る
べ
き
特
定
の
歴
史
観
と
い
う
意

味
と
に
二
重
に
使
用
し
た
点
は
紛
ら
わ
し
い
し
、

技
術
革
新
へ
の
信
頼
か
ら
く
る
西
欧
中
心
的
な
思

考
法
も
気
に
な
る
。
ま
た
一
九
世
紀
以
前
の
歴
史

叙
述
が
す
べ
て
権
力
に
奉
仕
す
る
た
め
の
も
の
と

断
言
し
得
る
か
な
ど
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
は
あ

る
が
、
何
よ
り
も
気
掛
り
な
の
は
、
二
〇
世
紀
の

技
術
革
新
に
よ
る
伝
統
社
会
の
崩
壊
と
い
う
現
実

は
、
果
し
て
プ
ラ
ム
が
考
え
て
い
る
ほ
ど
容
易
に
、

権
力
に
奉
仕
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
過
去

を
終
焉
さ
せ
得
る
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
彼
に
と
っ
て
量
質
に
替
わ
る
べ
き
も
の
は
人

間
尊
重
の
歴
史
学
の
成
立
、
意
い
換
え
れ
ば
人
間

解
放
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
英
国
が
、
技
術

革
新
の
激
し
い
潮
流
の
中
で
、
そ
の
伝
統
的
優
位

性
を
失
っ
て
い
く
現
実
を
前
に
し
て
、
彼
は
却
っ

て
そ
の
潮
流
を
楚
と
し
、
そ
れ
に
乗
る
こ
と
に
よ

っ
て
人
聞
鯉
放
を
実
現
で
き
る
も
の
と
思
い
込
も

う
と
す
る
。
「
で
き
う
る
か
ぎ
り
正
し
い
、
正
確

な
新
し
い
過
宏
が
作
り
出
さ
れ
ま
す
よ
う
祈
る
気

持
で
あ
り
ま
す
」
（
一
八
二
頁
）
と
い
う
結
び
の

言
葉
は
、
彼
の
心
情
を
痛
い
ほ
ど
よ
く
示
し
て
い

る
。
過
去
の
終
焉
に
賭
け
る
彼
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
は
、
自
己
を
犠
牲
に
し
て
人
類
の
将
来
を
祈
る

自
虐
の
裏
返
し
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
我
々
は

む
し
ろ
、
プ
ラ
ム
を
こ
こ
ま
で
追
い
こ
ん
だ
産
業

社
会
の
矛
盾
の
深
刻
さ
に
こ
そ
思
い
を
致
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
訳
文
は
平
明
か
つ
流
麗
で
、
原
文
の
格
調
を
よ

く
伝
え
て
い
る
が
、
た
だ
一
箇
所
一
〇
〇
頁
（
原

著
六
八
頁
）
の
コ
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
は
『
天
路

歴
程
』
の
主
人
公
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
と
思
わ
れ
る

が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
B
6
版
　
ご
〇
四
頁
索
引
一
〇
頁
　
一
九
七
五
年

九
月
　
法
律
文
化
社
　
一
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
（
朝
治
啓
三
　
京
都
大
学
大
学
院
生
）

ア
ソ
・
K
・
S
・
ラ
ム
ト
ン
著

岡
崎
　
正
孝
訳

　
『
ペ
ル
シ
ア
の
地
主
と
農
民
』

　
本
書
の
発
刊
を
知
っ
て
最
初
に
思
っ
た
の
は
、

ま
さ
か
こ
の
本
が
日
本
語
で
読
め
る
と
は
…
…
と
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