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本
書
の
目
的

　
丹
後
機
業
と
は
、
い
う
ま
で
も
匁
く
縮
緬
機
業
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

今
日
、
依
然
と
し
て
峰
山
を
中
心
と
す
る
丹
後
の
生
命
線
的
な
産
業
で

あ
る
。
縮
緬
機
業
は
、
江
戸
時
代
中
瑚
に
。
、
京
都
か
ら
技
法
を
伝
え
て

桐
生
・
岐
阜
・
長
浜
・
宮
津
・
峰
山
な
ど
に
発
達
し
た
も
の
で
、
丹
後

縮
緬
は
浜
縮
緬
と
並
ん
で
、
と
く
に
そ
の
宅
を
調
わ
れ
た
。
本
書
は
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
丹
後
機
業
の
全
貌
を
明
ら
か
に
１
し
た
著
述
で
あ
っ

て
、
全
筒
六
章
か
ら
成
る
。

　
本
書
の
目
的
は
、
著
書
に
よ
れ
ぱ
、
第
一
に
、
徳
川
封
建
体
制
の
崩

壌
並
び
に
日
本
費
本
主
義
杜
会
の
発
展
を
跡
づ
け
る
た
め
、
地
方
機
業

と
し
て
典
型
的
な
地
位
を
占
め
る
丹
後
機
業
吏
の
研
究
成
災
を
取
り
纏

め
、
世
に
細
介
す
る
に
、
あ
る
。
第
二
の
目
的
は
、
丹
後
機
業
の
休
系
的

　
　
　
　
足
立
政
男
著
『
丹
後
機
業
史
』
（
堀
江
）

・
学
問
的
研
究
に
あ
る
。
他
の
典
型
的
な
地
方
機
業
で
あ
る
桐
生
．
足

利
・
尾
西
等
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
学
問
的
な
調
査
研
究
が
な
さ
れ
て

い
る
に
も
拘
ら
ず
、
丹
後
機
業
に
つ
い
て
は
、
■
東
京
税
務
監
督
局
編

「
丹
後
櫟
業
沿
革
調
査
書
」
（
明
治
三
八
年
）
、
京
都
府
労
働
経
済
研
究

所
編
「
丹
後
機
業
の
構
造
分
析
」
（
昭
和
二
七
年
）
（
そ
の
第
二
編
）
、
岩

崎
英
精
著
「
丹
後
櫟
業
の
歴
史
」
（
昭
和
二
八
年
）
お
よ
び
若
干
の
雑
誌

論
文
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、
体
系
的
研
究
と
い
う
点
で
遺
憾
な

し
と
し
な
か
っ
た
。
第
三
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
た
著
者
に
よ
れ
ば
、
丹

後
機
業
に
関
す
る
従
来
の
捉
わ
れ
た
、
ま
た
は
誤
ま
っ
た
見
解
を
是
正

す
る
に
あ
る
。
捉
わ
れ
た
見
解
と
は
、
た
と
え
ぱ
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ

ァ
経
常
論
で
あ
っ
て
、
著
者
は
き
っ
ぱ
り
と
そ
れ
を
否
定
し
、
問
屋
制

家
内
工
業
の
範
騰
を
川
で
た
か
っ
た
と
断
定
す
る
。
ま
た
、
誤
ま
っ
た

見
解
と
は
、
た
と
え
ぼ
官
津
藩
が
締
緬
機
業
を
圧
迫
し
つ
づ
け
た
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
　
（
一
五
三
）
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る
説
で
あ
っ
て
、
著
者
は
明
ら
か
に
藩
が
国
産
と
し
て
保
護
育
成
策
の

対
象
と
し
て
い
た
事
実
を
掲
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
諸
目
的
が
本
書
で
ど
の
よ
う
に
到
達
さ
れ
て
い
る
か
。

ま
ず
そ
の
内
容
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
よ
う
。

二
　
本
書
の
内
容

　
全
篇
六
章
の
猪
一
は
「
丹
後
縮
緬
機
業
の
創
業
と
麻
此
史
的
経
済
的
背

景
」
で
、
こ
こ
で
著
者
は
、
農
村
工
業
が
農
家
の
副
業
か
ら
商
人
支
配

の
問
屋
制
家
内
工
業
へ
遊
む
こ
と
を
も
っ
て
、
反
封
建
的
工
業
へ
一
歩

を
進
め
た
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
の
経
営
形
態
は
封
連
制
末
期
・
資
本
主

義
前
期
に
一
般
に
見
ら
れ
る
形
態
で
あ
り
、
日
本
に
あ
っ
て
は
江
戸
時

代
に
明
白
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
前
提
に
立
っ
て
叙
述

を
進
め
て
い
る
。
こ
の
前
提
に
っ
い
て
一
斉
う
べ
き
点
が
あ
る
が
、
あ
と

に
譲
る
と
し
て
、
本
章
に
お
い
て
注
忠
す
べ
き
は
、
西
陣
機
業
に
対
す

る
芯
味
で
の
地
方
絹
機
業
の
勃
輿
の
原
因
が
、
一
つ
に
は
製
□
…
の
大
來

性
に
、
二
つ
に
は
農
付
乍
沽
の
旧
窮
に
、
三
つ
に
は
西
陳
機
業
に
大
打

燦
を
与
え
た
西
陳
娩
げ
（
享
保
十
五
年
）
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
と
く
に
犯
二
の
陳
閃
、
す
な
わ
ち
農
家
が
租
税
の
重
課
に
も
と

づ
く
生
活
難
を
商
品
化
工
業
に
よ
っ
て
打
閑
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
　
（
一
五
四
）

農
村
工
業
勃
興
の
一
般
的
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
や

い
る
事
柄
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
加
悦
（
宙
津
領
）
・
峰
山
両
地
方
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
僻
地
に
属
し
、
農
耕
の
み
に
よ
る
生
活
が

い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
、
丹
後
縮
緬
機
業
の
発
展
過
程
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
で
興

っ
た
縮
緬
機
業
は
、
年
を
追
う
て
機
数
が
増
加
し
た
。
し
か
し
、
機
屋

白
体
が
全
く
農
業
か
ら
足
を
洗
っ
た
専
業
者
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
白

然
、
機
業
は
一
～
二
台
の
零
細
経
営
で
、
そ
れ
以
上
の
機
台
を
持
っ
機

屋
も
、
一
～
二
台
を
外
へ
出
し
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
と
著
者

は
い
う
。
右
の
点
で
、
著
者
の
主
張
は
、
縮
緬
機
業
は
百
姓
の
農
問
副

業
の
段
階
を
越
え
て
専
業
化
し
て
い
た
と
す
る
丁
丹
後
機
業
の
構
遊
分

析
」
の
記
述
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
重
褒
な
点
で
あ
ろ
う
。
進

ん
で
著
者
は
出
機
に
つ
い
て
掛
機
（
親
方
・
子
方
閑
係
）
と
歩
機
（
手

問
賃
経
営
）
に
分
け
て
詐
説
し
、
川
機
経
常
に
糸
崖
や
絹
崖
が
問
帰
資

本
と
し
て
遊
川
し
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
た
生
陸
過
剰
や

手
…
賃
の
熔
貨
に
対
し
て
、
ｎ
仰
の
機
屋
が
ど
の
よ
う
に
対
抗
し
、
ま

た
落
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
な
ど
を
止
き
生
き
と
揃
い
て
い
る
。

　
以
上
を
通
じ
て
、
著
者
は
、
牒
業
が
貧
農
岬
の
農
閑
余
業
で
あ
っ
た

と
す
る
立
場
を
一
貫
し
て
取
り
守
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
機
崖
の
維
仰



資
本
が
問
屋
か
ら
の
階
金
で
賄
わ
れ
て
い
た
と
の
説
明
、
機
屋
の
消
長

が
め
ま
ぐ
る
し
か
っ
た
と
の
説
明
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
著

者
に
よ
れ
ぼ
、
こ
の
か
よ
わ
い
機
屋
の
あ
い
だ
に
。
わ
株
仲
問
が
組
織
さ

れ
て
、
強
い
団
結
力
を
保
持
し
て
い
た
。
機
屋
仲
問
は
、
宮
津
藩
で
は

宝
暦
三
年
に
、
峰
山
藩
で
は
同
五
年
に
成
立
し
、
．
数
年
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ

公
許
を
得
た
が
、
そ
れ
は
他
の
株
仲
問
と
同
様
に
、
業
者
か
ら
み
れ
ぼ

仲
問
を
統
制
す
る
共
同
組
織
で
あ
り
、
藩
か
ら
み
れ
ぼ
徴
税
を
確
実
に
・

す
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
藩
は
常
に
臼
営
機
屋
を
擁
護
す

る
立
場
を
と
っ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
箪
二
章
、
藩
政
に
現
わ
れ
た
機
業
政
策
。
本
市
は
、
官
津
藩
の
機
業

政
策
と
峰
山
藩
の
機
業
政
策
と
の
二
節
に
分
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
塘

一
節
の
買
蜘
に
、
官
津
藩
が
機
業
の
た
め
に
計
っ
た
こ
と
は
比
。
無
に
ぴ

と
し
く
、
運
上
や
献
金
の
徴
収
と
商
業
資
本
と
の
結
托
に
よ
る
搾
取
と

に
終
始
し
た
と
す
る
岩
崎
氏
の
所
説
（
「
丹
後
機
業
の
歴
史
」
）
を
掲
げ
、

そ
れ
に
灰
駁
す
る
連
肺
か
ら
、
雌
茱
維
持
の
必
硬
上
行
な
っ
た
機
業
伽

膣
策
菟
げ
た
の
ち
、
保
准
政
策
に
多
く
の
べ
－
ジ
商
き
、
機
株

仲
閉
の
刺
設
、
掛
機
・
沙
機
・
隠
険
の
禁
止
、
京
閉
ｋ
設
立
の
公
許
、

京
郁
絹
…
朕
の
榊
娃
に
対
す
る
猟
圧
策
、
三
似
（
竹
津
．
峰
山
．
久
美

浜
）
合
同
の
丹
後
因
産
会
所
の
設
立
、
産
物
仰
改
法
の
施
行
、
牛
陸
の

　
　
　
　
足
立
孜
男
著
『
丹
後
機
業
史
』
（
堀
江
）

調
節
と
融
資
、
そ
の
他
の
保
護
育
成
策
の
順
序
で
細
か
く
説
明
す
る
。

　
そ
の
う
ち
、
機
株
仲
問
の
創
設
の
意
義
は
前
述
の
如
く
で
あ
り
、
掛

辛
・
歩
機
の
禁
止
は
重
要
た
面
に
お
い
て
白
営
残
屋
の
稚
持
．
保
護
策

で
あ
り
、
京
問
屋
の
設
立
公
許
は
機
屋
を
問
屋
商
人
の
収
奪
か
ら
守
る

こ
と
を
主
と
し
て
お
り
、
糸
問
屋
に
対
す
る
政
策
は
原
糸
の
供
給
を
確

保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
国
産
会
所
の
設
立
、
産
物
御
改

法
の
施
行
は
、
全
機
崖
・
糸
仲
買
人
・
縮
緬
仲
胃
一
人
を
藩
の
支
配
下
に

お
さ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
政
収
入
の
埴
加
を
は
か
る
と
同
時
に
、

機
業
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、

藩
は
不
汎
時
に
融
貴
を
行
な
い
、
ま
た
締
緬
製
織
技
術
が
他
因
に
伝
わ

っ
て
傾
内
機
業
に
打
撃
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
織
工
の
他
因
出
稼
ぎ
を

禁
止
し
た
。
こ
れ
ら
の
諾
政
策
を
通
覧
す
る
と
、
藩
の
保
准
政
策
は
、

決
し
て
機
屋
の
立
場
に
立
っ
て
行
た
わ
れ
た
も
の
で
な
く
、
ひ
と
、
ガ
ん
に

藩
の
立
場
か
ら
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て

そ
の
こ
と
ｎ
体
、
当
時
が
似
主
の
立
場
を
第
一
、
表
に
考
、
一
ん
る
封
雌
制
度

の
咋
代
で
あ
っ
た
以
上
、
何
ら
不
忠
議
は
な
い
し
、
ま
た
、
官
津
落
だ

け
が
例
外
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て

若
崎
氏
の
所
説
を
十
分
に
一
ぱ
鮫
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
藩
の

政
策
が
縮
緬
機
業
の
近
代
化
へ
向
っ
て
の
遊
歩
に
フ
ラ
ス
に
た
っ
た
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
　
（
一
五
五
）
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マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
か
と
い
う
点
に
、
依
然
と
し
て
問
題
が
残
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
峰
山
藩
の
保
護
政
策
に
つ
い
て
は
紹
介
を
略
す
る
。

　
第
四
章
、
丹
後
縮
緬
の
流
通
彩
態
。
本
章
は
丹
後
縮
緬
市
場
の
成
立

と
展
開
、
丹
後
縮
緬
の
取
引
形
態
、
闇
取
引
と
そ
の
禁
止
、
飛
脚
制
度

の
四
節
か
ら
成
り
、
製
品
の
主
要
販
路
で
あ
る
と
同
時
に
原
糸
の
主
要

供
給
地
で
あ
っ
た
京
都
と
の
取
引
関
係
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
第
一
節
で
は
、
ま
ず
京
都
問
屋
の
成
立
と
発
展
を
掲
げ
、
つ
ぎ

に
地
方
機
業
の
興
隆
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
脅
か
さ
れ
る
に
芋
っ
た
酉

陣
と
丹
後
と
の
抗
争
を
舞
台
に
登
せ
て
、
西
陣
機
業
が
糸
問
屋
に
丹
後

へ
の
原
糸
供
給
を
止
め
さ
せ
た
こ
と
が
、
結
局
、
西
陣
機
業
白
身
の
首

を
締
め
る
緕
果
に
な
っ
た
と
し
、
こ
の
点
で
、
著
老
は
、
丹
後
機
業
が

京
郁
の
糸
胆
に
屈
服
し
た
と
の
「
構
造
分
析
」
の
記
述
が
間
違
っ
て
い

る
こ
と
を
指
揃
し
て
い
る
。
逃
ん
で
著
者
は
、
丹
後
機
業
が
藩
の
後
栃

に
よ
っ
て
、
締
緬
版
売
に
つ
い
て
独
上
］
力
を
振
お
う
と
し
た
京
郁
閉
崖

に
対
し
、
雌
後
ま
で
抗
争
し
た
こ
と
、
京
郁
の
閉
屋
に
取
っ
て
代
っ
て

糸
の
供
沽
、
製
＾
の
版
売
を
独
ト
ロ
し
よ
う
と
企
て
た
丹
後
の
商
業
費
木

家
に
対
し
て
も
ｎ
様
に
抗
箏
し
た
こ
と
、
賄
人
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

縮
緬
収
益
を
独
山
し
よ
う
と
し
た
藩
庁
に
対
し
て
も
朋
独
に
閉
っ
て
並
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後
の
勝
利
を
収
め
た
こ
と
、
な
ど
を
掲
げ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
主
と
し
て
貧
農
の
農
閑
余
業
に
す
ぎ
な

か
っ
た
縮
緬
機
屋
の
力
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
強
か
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
最
後
の
領
主
の
商
人
化
は
領
主
と
地
元
商

人
と
の
結
合
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
前
掲
の
丹
後
国

産
会
所
の
設
立
で
あ
り
、
産
物
御
改
法
の
実
施
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
ら
は
、
前
に
は
機
業
保
護
政
策
の
う
ち
に
掲
げ
ら
れ
、
こ
こ
で
は
藩

と
地
元
商
人
と
の
結
合
に
よ
る
収
奪
策
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
矛
盾
は
楯
の
両
面
と
し
て
受
取
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
藩
と
商
人
と
の
結
合
に
よ
る
企
て
に
対
し
て
、
そ
れ
を
は
ね
か
え

す
力
が
ど
の
よ
う
に
し
て
機
屋
に
貯
え
ら
れ
た
の
か
の
疑
問
は
、
依
然

と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
第
二
節
で
は
改
め
て
京
都
閉
崖
の
秩
能
を
述
べ

て
、
丹
後
機
除
が
そ
れ
か
ら
燃
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
、
同
時
に
そ
こ
に

は
弊
害
も
存
し
た
こ
と
を
掲
げ
、
逃
ん
で
取
引
の
態
様
や
仇
引
習
徴
を

説
明
し
て
い
る
が
、
興
味
淡
い
の
は
批
後
に
掲
げ
ら
れ
た
飛
脚
制
度
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
糸
を
朴
下
り
、
お
よ
び
締
緬
を
持
上
る
連
送
業
者
で

あ
っ
て
、
氷
ね
て
代
企
の
推
ク
に
も
一
役
以
ゾ
て
い
た
、
そ
し
て
巾
汎

に
明
る
い
と
こ
ろ
か
ら
、
や
や
も
す
れ
ぼ
株
菜
家
若
し
く
は
閉
屋
に
な



ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
機
星
は
極
力
そ
の
現
実
化
を
防
止
し

た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
、
在
方
商
業
利
貸
資
本
家
の
出
現
と
機
業
支
配
形
態
、
本
章

で
は
地
元
の
問
屋
に
よ
る
機
業
支
紀
の
実
態
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著

者
に
よ
れ
ぼ
、
機
屋
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
商
業
資
本
家
は
地
元
と
京

郁
の
糸
問
屋
お
よ
び
京
都
の
絹
問
屋
で
あ
る
が
、
後
者
は
地
埋
的
関
係

か
ら
、
そ
の
機
屋
支
配
は
株
伸
問
組
織
に
よ
る
販
売
独
占
・
地
売
禁
止

・
内
銀
貢
租
代
納
に
よ
る
金
融
的
圧
迫
た
ど
の
間
接
的
支
配
形
態
を
と

っ
た
に
す
ぎ
ず
、
機
屋
を
直
接
支
配
す
る
に
至
っ
た
の
は
地
元
の
糸
閉

屋
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
著
者
は
機
俸
が
商
茉
資
本
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
事
情
を
繰
返
し
説
閉
し
た
の
ち
、
ま
ず
、
機
屋
に
対
す
る
地
元
糸
閉

屋
の
吸
着
と
支
配
の
状
態
を
多
く
の
借
用
江
文
に
よ
っ
て
説
明
し
、
つ

ぎ
に
彼
ら
の
糸
お
よ
び
縮
緬
仲
買
に
対
す
る
同
様
の
関
係
を
み
、
遊
ん

で
閉
屋
な
い
し
織
元
が
経
常
す
る
歩
機
あ
る
い
は
掛
機
の
実
体
一
仁
、
口
及

す
る
，
閉
雇
に
よ
る
櫟
帖
支
柵
の
具
体
灼
内
容
は
、
こ
の
壮
後
の
点
に

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
脩
ん
に
た
れ
ぼ
、
ｎ
常
機
峠
に
大
き

な
打
撃
と
た
る
の
で
、
後
者
は
そ
の
禁
止
を
淋
願
し
、
藩
は
前
述
の
よ

う
に
町
人
所
有
の
止
少
機
・
掛
機
が
在
方
へ
進
歩
す
る
の
を
禁
止
す
る
推

　
　
　
　
足
立
政
男
著
『
丹
後
機
業
史
』
（
堀
江
）

置
を
講
じ
た
次
第
で
あ
る
。
以
上
の
叙
述
よ
り
も
、
こ
こ
で
興
味
が
持

た
れ
た
の
は
有
力
な
地
元
閉
屋
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
現
わ
れ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
著
者
は
そ
の
出
白
を
岩
滝
町
や
浅
茂
川
町
の

廻
送
業
者
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
ら
の
商
人
が
、
と
く

に
天
保
年
問
以
後
、
生
糸
を
遠
く
奥
州
か
ら
取
寄
せ
る
よ
う
に
し
て
、

京
都
糸
閉
屋
の
地
位
を
低
く
し
た
だ
け
で
な
く
、
縮
緬
の
販
路
を
直
接

に
北
陛
方
面
に
ま
で
開
拓
し
て
行
っ
た
状
態
を
描
き
、
こ
と
に
の
ち
の

点
は
著
者
の
新
発
見
で
あ
る
こ
と
が
け
一
」
一
口
さ
れ
て
い
る
。

　
第
六
章
、
原
料
生
糸
の
市
場
と
取
引
形
態
。
丹
後
に
絹
機
業
が
起
っ

た
事
情
の
一
つ
は
、
そ
こ
が
か
な
り
の
生
糸
産
地
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
縮
緬
機
業
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
価
格
の
点
で
他
因
糸
が
多

く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
質
の
点
で
は
奥
州
糸
が
す
ぐ
れ
て
い
た
。

本
章
は
、
こ
の
原
料
生
糸
の
取
引
関
係
を
主
題
と
し
た
も
の
で
、
ま
ず
、

淡
屋
が
在
地
糸
閉
屋
お
よ
び
京
郁
糸
閉
屋
か
ら
直
接
に
糸
を
買
っ
て
い

た
状
態
の
も
と
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
商
業
賓
木
的
圧
辿
を
蒙
っ
た

尤
を
述
べ
、
っ
ぎ
に
機
陪
と
川
…
は
の
巾
…
に
糸
仲
賃
、
さ
ら
に
は
糸
仲

貝
手
先
人
が
介
入
し
て
来
た
如
火
を
掲
げ
、
最
後
に
、
他
触
糸
閉
崖
た

と
え
ぼ
近
江
陥
人
が
入
り
こ
ん
で
、
地
元
の
糸
崖
あ
る
い
は
機
屋
と
結

托
し
て
盛
ん
に
掛
機
を
経
岱
し
、
そ
の
製
品
を
京
郁
や
大
阪
へ
売
捌
い
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て
利
益
を
襲
断
し
、
も
っ
て
自
営
機
屋
の
経
営
を
危
機
に
お
と
し
い
れ

た
と
論
じ
て
い
る
。

三
　
若
干
の
評
言

　
以
上
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
疑
閉
点
を
挿
入
し
な
が
ら
、
大
略
本
書
の

内
容
を
細
介
し
た
。
こ
こ
で
若
干
の
評
言
を
ま
と
め
て
掲
げ
よ
う
。

　
第
一
、
本
書
の
内
容
を
一
つ
の
劇
に
た
と
え
れ
ぼ
、
主
役
は
白
営
の

縮
緬
機
屋
で
あ
っ
て
、
そ
の
機
織
業
は
炎
閑
余
業
で
あ
る
Ｃ
土
地
柄
、

農
業
だ
げ
で
は
牛
活
が
で
き
な
い
が
、
さ
り
と
て
険
崖
に
専
業
化
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
も
機
業
が
商
＾
産
茉
と
し
て
舳
ハ
っ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
当
然
に
糸
閉
康
ま
た
は
納
納
閉
崖
の
資
本
的
支
配
を
ク
け

る
。
川
…
甘
榊
宗
内
工
業
が
帖
業
資
木
に
よ
る
生
産
の
支
妃
を
怠
味
す
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
要
忠
と
し
て
肯
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
Ｃ
そ
の

上
に
さ
ら
に
潅
主
が
乗
り
か
か
っ
て
い
て
、
一
方
で
腔
業
維
狩
の
必
要

か
ら
微
芙
を
保
並
し
た
が
ら
、
他
方
で
櫟
業
を
直
按
・
閉
松
に
収
碓
し

た
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
岬
政
的
水
怖
の
も
と
に
雄
か
れ
て
い
る
。

　
二
の
よ
．
り
に
、
作
沽
的
・
故
治
的
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
き
れ
！
、
い
る

か
、
－
一
わ
い
阯
ｋ
が
、
と
ン
、
一
に
は
閉
ｋ
の
帷
訣
を
は
ね
か
え
し
、
き
ら
に

舳
上
の
搾
取
独
化
派
を
も
水
池
に
帰
せ
し
め
る
、
そ
こ
で
、
ど
う
し
て
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そ
の
よ
う
な
力
を
貯
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
、
本
書

を
通
読
し
た
の
ち
に
、
依
然
と
し
て
残
る
。
株
仲
間
組
織
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
領
士
上
の
庇
護
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
た
力
を
持
ち
得
た
の
か
、

そ
れ
と
も
資
料
に
は
現
わ
れ
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
貯
え
が
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
辺
に
っ
い
て
何
ら
か
の
説
明
が
ほ
し
か
っ
た
。

　
第
二
に
、
本
書
で
は
、
機
屋
の
経
営
は
常
に
苦
し
く
、
と
き
に
は
二

遊
も
三
遊
も
い
か
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
バ
ラ

レ
ル
に
、
締
緬
機
業
が
逐
年
発
展
し
た
と
か
隆
盛
に
赴
い
た
と
か
書
か

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
昂
ね
た
い
の
は
、
そ
の
「
発
峻
」
あ
る
い
は
「
隆

盛
」
の
具
体
的
内
容
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
展
と
は
単
に
機

数
・
牛
産
高
な
ど
の
州
加
だ
け
の
こ
と
な
の
か
、
白
営
機
康
の
勢
力
の

州
大
、
も
し
く
は
反
対
に
閉
序
資
木
の
労
力
の
州
大
へ
こ
と
な
の
か
、

た
ど
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
経
常
史
的
研
究
が
必
焚

で
あ
り
、
経
甘
火
的
に
研
先
す
る
に
は
資
料
的
朱
件
の
幣
舳
が
前
拠
と

な
る
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
タ
ノ
な
資
料
の
欠
如
が
、
著
者
に

経
仰
火
的
研
先
を
不
吋
能
に
し
た
も
の
で
あ
ヴ
。
）
う
。

　
篶
三
に
、
木
｛
に
お
い
て
拷
粁
が
篶
Ｎ
し
た
篶
一
の
Ｈ
的
が
到
辻
さ

れ
ノ
、
い
る
か
ど
う
か
の
＾
で
あ
、
　
す
ユ
．
へ
わ
お
、
他
川
封
碓
休
榊
の
舳

壊
並
び
に
〔
木
資
木
に
人
礼
公
の
売
灰
を
肘
づ
け
る
た
め
に
丹
後
駄
茱



が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
遺
憾
な
が
ら
結
論
が
な

い
の
で
、
果
し
て
右
の
跡
づ
げ
が
成
功
的
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

読
者
の
印
象
に
ま
つ
以
外
に
道
が
な
い
ｃ
そ
れ
と
、
本
書
で
は
、
明
治

維
新
以
後
の
状
態
に
つ
い
て
は
参
考
材
料
程
度
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
お

ら
ず
、
こ
の
点
か
ら
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
筆
者
の
印
象
を
掲
げ
る
な
ら
ぼ
、
畏
業
の
余
暇
を
利
用
し

て
副
業
的
に
営
ま
れ
る
家
内
工
業
生
産
の
段
階
が
封
連
的
で
あ
り
、
そ

れ
が
商
業
資
本
に
支
配
さ
れ
て
、
そ
こ
に
資
本
に
よ
る
手
工
業
経
営
、

経
営
者
と
賃
労
働
者
の
発
生
と
い
う
資
本
主
義
的
組
織
の
前
期
的
形
態

が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
反
封
確
的
工
業
へ
と
一
歩
を
進
め
た
こ
と
に
、

な
る
と
い
う
の
が
、
著
者
の
主
張
の
よ
う
で
あ
る
（
本
書
四
頁
）
。
　
こ

れ
は
確
か
に
一
つ
の
見
方
で
あ
る
。
Ｌ
か
し
、
丹
後
の
締
緬
機
業
は
出

発
早
々
か
ら
閉
崖
側
家
内
工
業
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
閉

屋
の
勢
力
に
は
、
京
…
屋
に
加
え
て
、
地
元
…
崖
・
他
領
閉
崖
の
勢
力

が
し
だ
い
に
及
ん
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
資
木
主
裁
的
紅
織
の
前
期
的

形
態
が
す
で
に
早
く
か
ら
班
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
反
面
に
ｎ

灯
縦
ｋ
の
力
は
雌
後
ま
で
こ
れ
ら
の
勢
力
を
は
ね
か
え
す
こ
と
が
で
き

ろ
ほ
ど
一
」
倣
か
っ
た
一
そ
の
わ
の
背
後
に
は
封
雌
帥
乍
の
保
舵
と
い
う

　
　
　
　
○

こ
と
が
あ
っ
人
」
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
似
ｔ
ｎ
身
が
の
ち
一
に
は
帖
業
貰
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本
家
と
し
て
機
屋
の
上
に
君
臨
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
匁
る
と
何
が
封

建
的
で
何
が
反
封
建
的
な
の
か
、
判
定
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

の
点
を
明
確
に
Ｌ
て
く
れ
る
も
の
も
、
一
つ
は
経
営
史
的
見
方
で
あ
り
、

他
は
徳
川
封
建
制
度
が
無
く
な
っ
て
の
ち
、
す
な
わ
ち
明
治
維
新
後
の

状
態
に
っ
い
て
の
研
究
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
本
書
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
の
注
文
を
つ
け
た
が
、
こ
れ
は
実

は
わ
が
国
の
経
済
史
研
究
の
一
般
的
な
状
態
に
対
す
る
私
の
注
文
な
の

で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ぼ
、
わ
が
国
の
経
済
史
と
称
す
る
も
の
は
、

実
質
的
に
は
む
し
ろ
杜
会
史
に
近
く
、
ま
た
維
新
前
の
研
究
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
て
、
現
代
と
の
問
の
断
層
を
埋
め
る
努
力
に
乏
し
い
。
著

者
は
私
の
知
友
な
る
が
故
に
こ
そ
、
こ
の
紙
面
を
借
り
て
、
あ
、
疋
て
多

く
の
注
文
を
し
た
次
第
で
あ
っ
て
、
本
書
そ
の
、
の
は
、
そ
れ
と
し
て

多
く
の
価
他
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
も
の
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
著

老
の
第
二
、
第
三
の
目
的
が
よ
く
到
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

本
書
の
…
批
に
よ
っ
て
、
江
「
時
代
の
丹
後
締
緬
機
業
の
発
於
の
全
貌

が
体
系
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
取
り
ま
と
め
れ
た
こ
と
は
、
学
界
の
た

め
峻
貨
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
（
一
九
六
三
年
十
一
月
、
蛛
液
杜
刊
）

五
九
　
（
一
五
九
）


