
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る

京
都
に
お
け
る
老
舗
の
家
訓
に
学
ぶ

足
　
　
立

政
　
　
男

　
は
し
が
き

一
　
良
き
経
営
者
の
確
保

二
　
良
き
従
業
員
の
確
保

三
　
人
材
確
保
の
方
法

０
Ｄ
　
相
続
者
の
確
保
と
養
成

　
　
い
　
相
続
者
は
リ
レ
ー
ラ
ソ
ナ
ー

　
　
○
　
不
良
相
続
者
の
追
放
規
定

　
　
い
　
後
継
者
の
養
成
と
教
育

　
の
　
従
業
員
の
確
保
と
養
成

　
　
の
　
従
業
員
は
企
業
最
大
の
宝
財

　
　
い
　
不
良
従
業
員
の
追
放
規
定

　
　
い
　
従
業
員
の
教
育
と
養
成

　
む
　
す
　
び

人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）

三
（
六
三
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

四
（
六
三
八
）

は

し

が

き

　
「
事
業
は
人
な
り
」
　
「
人
は
城
、
人
は
石
垣
、
人
は
堀
」
と
人
口
に
膳
夷
さ
れ
、
企
業
の
運
命
を
左
右
す
る
も
の
は
、
そ
の
企
業

の
経
営
者
及
び
従
業
員
の
良
否
で
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
が
、
幾
多
の
難
局
や
試
錬
に
負
げ
ず
、
堪
え
抜
い
て
、
克
く
そ
の
事

業
や
家
業
を
守
っ
て
永
続
し
て
い
る
京
都
の
老
舗
経
営
の
蔭
に
は
、
何
よ
り
も
優
先
的
に
、
そ
の
事
業
や
家
業
を
動
か
し
、
経
営
し

て
守
り
通
し
て
来
た
、
老
舗
の
当
主
を
は
じ
め
と
す
る
従
業
員
の
す
ば
ら
し
い
人
材
に
恵
ま
れ
て
い
た
事
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
、
そ
の
著
「
現
代
の
経
営
」
で
、

　
「
事
業
経
営
に
お
い
て
、
人
問
は
や
は
り
い
ち
ほ
ん
大
切
な
要
素
た
の
で
あ
る
。
経
営
に
関
す
る
学
間
的
知
識
が
い
か
に
す
ぐ
れ

て
い
て
も
、
分
析
が
い
か
に
慎
重
に
た
さ
れ
て
も
、
道
具
が
い
か
に
り
っ
ぱ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
結
局
、
事
業
経
営
の
成
否
を
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

右
す
る
も
の
は
人
問
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　
老
舗
、
殊
に
永
続
第
一
主
義
で
、
利
益
を
あ
げ
る
と
か
、
企
業
を
巨
大
化
す
る
と
か
い
う
こ
と
よ
り
も
、
如
何
に
長
く
永
続
せ
し

め
る
か
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
京
都
の
老
舗
で
は
、
そ
の
経
営
の
大
黒
柱
に
し
て
い
る
多
く
の
「
家
訓
」
の
中
で
、
経

営
者
及
び
従
業
員
の
在
り
方
、
た
ら
び
に
そ
の
確
保
と
養
成
に
つ
い
て
、
厳
し
く
観
定
し
、
努
力
を
し
て
い
る
。

　
本
論
文
に
お
い
て
は
、
こ
れ
等
の
点
を
鮮
明
に
し
、
人
材
確
保
の
参
考
に
資
し
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

良
き
経
営
者
の
確
保



　
家
業
や
事
業
を
永
続
し
、
発
展
せ
し
め
る
た
め
の
人
材
確
保
で
も
、
第
一
の
条
件
は
何
を
お
い
て
も
そ
の
経
営
に
全
責
任
を
も
っ

て
い
る
主
人
や
杜
長
に
有
能
か
つ
適
切
な
人
物
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

　
経
営
の
最
高
責
任
者
が
、
有
徳
の
人
物
で
敬
慕
さ
れ
る
人
物
か
否
か
に
よ
っ
て
、
企
業
の
盛
衰
は
左
右
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
矢
谷
家
の
「
家
訓
」
に
、

　
　
「
家
の
主
人
と
い
う
も
の
は
、
家
族
は
勿
論
一
門
一
統
の
も
の
が
手
本
と
し
て
見
習
う
に
足
る
人
物
で
、
ま
ず
第
一
番
に
、
己
が

身
を
正
し
く
慎
ん
で
、
家
内
を
善
に
導
く
こ
と
で
あ
る
。
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦
の
問
睦
ま
じ
く
、
家
人
は
勿
論
、
已
が
家
に
出
入
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
ま
　
　
り

る
も
の
を
隣
み
、
い
つ
く
し
ん
で
、
か
り
そ
め
に
も
、
立
腹
し
た
り
、
爵
署
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

と
、
修
身
・
斉
家
の
大
事
な
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
向
井
家
の
「
家
内
諭
示
記
」
に
は
、

　
「
主
人
に
慈
悲
の
心
が
あ
る
時
は
、
使
用
さ
れ
る
人
も
又
、
信
実
の
心
を
も
っ
て
忠
節
を
っ
く
す
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼

等
に
過
失
が
あ
っ
て
も
、
予
想
も
っ
か
な
い
よ
う
な
こ
と
で
失
敗
し
た
時
は
許
し
て
や
る
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
不
心
得
で
失
敗

し
た
場
合
は
、
放
置
せ
ず
に
、
お
だ
や
か
に
注
意
し
、
さ
と
し
教
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
お
よ
そ
、
使
用
さ
れ
て
い
る
下
人
は
道

理
に
暗
く
、
不
憐
な
も
の
で
あ
る
か
ら
お
だ
や
か
に
諭
し
、
理
解
が
出
来
る
よ
う
に
教
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」

と
、
経
営
者
た
る
べ
き
主
人
は
慈
悲
に
富
ん
だ
人
格
者
で
あ
り
、
慈
悲
と
慈
愛
の
心
で
家
人
を
い
っ
く
し
み
教
え
て
使
用
し
な
げ
れ

ぼ
た
ら
な
い
と
教
え
て
い
る
。

　
論
語
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い

　
「
其
の
身
正
し
き
げ
れ
ぼ
、
令
せ
ず
し
て
行
わ
る
。
其
の
身
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
令
す
と
も
従
わ
ず
」

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
（
六
三
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
（
六
四
〇
）

と
あ
る
と
お
り
、
経
営
老
自
か
ら
が
身
を
修
め
て
従
業
員
の
手
本
と
な
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
経
営
者
が
経
営
者
ら
し
か
ら
ぬ
行

い
を
す
れ
ば
、
自
然
企
業
内
部
に
乱
れ
が
生
じ
、
凶
事
が
出
現
す
る
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
経
営
者
は
先
ず
そ
の
身
を
正
し
く
修

め
、
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
、
従
業
員
に
真
の
幸
福
と
安
心
を
与
え
、
師
表
徳
化
の
経
営
哲
学
を
も
っ
て
従
業
員
の
先
頭
に
立
っ
て
行

動
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
西
村
彦
丘
ハ
衛
家
の
「
亭
主
の
心
得
」
の
中
に
も
、

　
「
仁
義
（
い
っ
く
し
み
の
心
と
正
し
い
行
い
）
を
も
っ
て
人
を
召
使
い
、
壱
軒
で
も
多
く
別
家
（
の
れ
ん
別
げ
を
し
た
家
）
が
出
来
る
こ

と
を
先
祖
へ
の
孝
行
で
あ
る
と
思
っ
て
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
同
家
の
「
掃
妻
た
る
者
の
心
得
」
に
は
、

　
「
第
一
番
に
家
の
相
続
・
継
承
を
大
切
に
考
え
、
身
持
を
渚
く
正
し
く
し
て
、
召
使
い
に
対
し
て
は
、
い
つ
く
し
み
を
か
げ
、
家

　
　
　
　
　
　
　
と
と
の

事
を
よ
く
治
め
、
斉
え
、
…
…
家
内
男
女
上
下
共
に
互
い
に
仲
睦
じ
く
、
何
の
差
し
障
り
も
な
い
様
に
伸
を
と
り
も
っ
て
暮
す
こ
と

が
婦
妻
た
る
も
の
の
在
り
方
で
あ
り
、
親
に
対
し
て
は
み
さ
お
の
正
し
い
孝
行
な
主
掃
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
一
家
の
主
婦
た
る
も
の

は
、
心
を
静
か
に
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
事
に
気
を
っ
げ
て
、
身
を
慎
ん
で
自
分
の
仕
事
に
勤
め
は
げ
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」

と
観
定
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
経
営
者
た
る
べ
き
主
人
や
主
婦
は
常
に
、
慈
悲
と
正
し
い
行
い
を
も
っ
て
、
家
を
と
と
の
え
、

身
を
修
め
、
家
族
を
は
じ
め
、
家
人
、
世
問
の
人
々
か
ら
も
、
敬
慕
さ
れ
る
人
物
で
た
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
矢
代
仁
丘
ハ
衛
家
の
「
定
め
」
に
は
、

　
「
何
と
ぞ
、
人
は
人
の
道
を
正
し
く
守
り
勤
め
、
世
の
中
を
渡
っ
て
行
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
主
人
た
る
も
の
は
、
、
丁
稚
に
至
る
ま
で
も
、
我
が
子
の
よ
う
に
思
っ
て
召
使
い
、
願
わ
く
ぽ
そ
れ
噂
の
も
の
が
、
そ



れ
ぞ
れ
立
派
に
。
立
身
出
世
し
て
、
家
庭
を
も
っ
て
相
続
さ
せ
て
や
る
よ
う
に
し
て
や
ら
な
げ
れ
ほ
、
主
人
の
役
目
が
相
勤
っ
た
と
い

え
な
い
の
で
あ
る
」

　
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
創
始
者
広
池
千
九
郎
博
士
も
真
に
救
わ
れ
た
経
営
者
の
在
り
方
と
し
て
次
の
如
く
言
っ
て
い
る
。

　
「
真
に
救
わ
れ
欠
笹
営
者
は
、
自
分
の
工
場
や
商
店
の
発
展
よ
り
は
、
従
業
員
の
幸
福
実
現
の
み
を
い
の
り
、
そ
の
方
法
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

最
高
道
徳
に
よ
っ
て
開
発
・
救
済
し
よ
う
と
す
る
」

と
、
真
の
経
営
者
の
在
り
方
を
、
使
用
人
の
幸
福
実
現
の
み
を
祈
り
、
そ
の
実
現
の
方
法
と
し
て
、
そ
の
人
六
の
精
神
を
最
高
道
徳

的
に
開
発
し
、
且
っ
救
済
し
、
各
自
に
安
心
と
幸
福
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
主
人
、
経
営
者
の
在
り
方
に
っ
い
て
は

博
士
の
教
え
と
家
訓
の
教
え
と
は
全
く
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
千
切
屋
治
丘
ハ
衛
家
の
「
家
訓
」
第
三
条
に
は
、

　
「
商
人
は
主
人
も
従
業
員
も
相
と
も
に
友
達
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
主
人
は
従
業
員
を
あ
わ
れ
み
、
い
っ
く
し
み
、
従
業
員
は
主

人
を
大
切
に
思
っ
て
忠
勤
を
励
ん
で
よ
く
仕
え
、
一
家
中
誰
一
人
と
し
て
、
我
儀
勝
手
た
振
舞
を
し
な
い
よ
う
に
心
掛
げ
る
こ
と
で

あ
る
」

と
戒
め
て
い
る
。

　
要
す
る
に
「
士
ハ
已
ヲ
知
ル
者
ノ
為
二
死
ス
」
と
言
う
言
葉
が
あ
る
が
、
従
業
員
は
勿
論
の
こ
と
、
一
家
一
門
の
者
か
ら
「
こ
の

経
営
者
の
た
め
な
ら
身
命
を
賭
し
て
も
悔
ゆ
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
、
敬
慕
さ
れ
得
る
よ
う
た
、
良
き
主
人
、
良
質
の
経
営
者
を
確

保
す
る
事
が
、
企
業
の
発
展
と
永
続
の
た
め
の
必
須
条
件
で
あ
る
。

人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）

七
（
六
四
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

八
（
六
四
二
）

二
　
良
き
従
業
員
の
確
保

　
家
業
や
事
業
の
経
営
が
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
経
営
者
が
単
独
で
は
、
経
営
全
体
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
な
り
、

ど
う
し
て
も
他
人
の
力
を
借
り
て
や
っ
て
行
か
ね
ば
た
ら
な
く
な
る
。

　
す
な
わ
ち
、
老
舗
で
は
従
業
員
を
雇
入
れ
、
こ
れ
を
組
織
化
し
、
制
度
化
し
、
そ
の
効
率
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
経
営

を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
れ
等
の
組
織
も
制
度
も
畢
寛
は
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
人
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
を
構
成
す
る
人
材
如
何
に
よ
っ
て
老
舗
経
営
の
運
命
は
左
右
さ
れ
、
そ
の
盛
衰
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
婁
言
す
れ

ぱ
従
業
員
の
良
否
が
老
舗
の
将
来
を
決
定
づ
け
る
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
が
、

　
「
事
業
経
営
に
お
い
て
、
人
間
が
い
ち
ば
ん
大
切
た
要
素
で
あ
る
。
…
…
事
業
経
営
の
成
否
を
左
右
す
る
も
の
は
人
問
で
あ
る
」

と
、
彼
の
著
書
「
現
代
の
経
営
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
が
、
　
「
企
業
は
人
な
り
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
実
に
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
、

る
。　

そ
れ
故
多
く
の
老
舗
で
は
優
秀
な
従
業
員
の
確
保
に
懸
命
の
努
カ
を
払
っ
た
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
事
実
、

良
き
従
業
員
を
持
ち
、
そ
の
組
織
化
さ
れ
た
人
的
資
産
に
支
え
ら
れ
て
、
家
業
衰
亡
の
危
機
を
脱
し
得
た
老
舗
が
多
く
あ
る
。
柏
原

　
　
　
　
　
　
　
は
ぱ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

孫
左
衛
門
家
の
「
偉
り
な
が
ら
書
付
を
も
っ
て
申
上
げ
奉
り
侯
」
の
一
例
を
あ
げ
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
し
よ
う

　
「
御
主
人
様
に
は
家
業
を
忘
れ
、
高
位
高
官
の
女
性
と
恋
愛
し
、
毎
日
の
よ
う
に
外
出
さ
れ
、
殊
に
御
帰
宅
は
夜
更
げ
に
及
び
又

は
翌
朝
に
た
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
…
…
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
御
大
切
な
御
身
分
で
も
あ
り
、
大
変
不
養
生
に
も
相
成
り
、
御
短



命
に
も
た
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
京
都
、
江
戸
両
店
支
配
人
、
別
宅
始
め
一
同
、
心
痛
を
致
し
て
お
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
故
、
こ
の
よ
う
な
御
内
々
の
儀
（
恋
愛
に
ょ
る
不
養
生
）
は
御
思
召
切
り
に
ー
し
て
下
さ
い
。
…
…
御
他
出
又
は
折
々
の
御
遊
山
．

等
で
外
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
夜
更
げ
又
は
外
泊
は
な
さ
ら
ず
に
、
午
後
十
時
ま
で
に
は
鍬
帰
宅
し
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
云
々
」

　
「
長
年
月
の
こ
と
故
、
あ
ま
り
に
も
窮
屈
な
生
活
は
、
か
え
っ
て
御
病
気
に
な
ら
れ
る
こ
と
も
お
有
り
か
と
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、

お
り
お
り
は
、
告
御
相
応
の
御
遊
山
等
も
た
さ
れ
て
、
気
を
晴
さ
れ
る
こ
と
は
よ
い
か
と
存
じ
ま
す
が
、
か
と
い
っ
て
遊
山
等
が
度
重

っ
て
も
却
っ
て
保
養
に
な
り
ま
せ
ん
し
、
健
康
を
害
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
…
…
と
に
も
か
く
に
も
御
主
人
様
の
御

長
命
を
お
祈
り
申
上
げ
る
次
第
で
す
…
…
」

と
、
家
業
と
主
人
の
無
事
平
安
を
念
じ
、
従
業
員
が
協
力
一
致
し
、
誠
意
を
尽
し
て
、
そ
の
不
行
跡
を
諌
言
し
、
主
家
を
減
亡
か
ら

救
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
幾
百
年
も
永
続
し
、
発
展
し
て
い
る
京
都
の
老
舗
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
主
家
を
思
い
、
主
人
に
忠
誠
な
、
し
か
も
有
能
な
人
材

で
あ
る
良
き
従
業
員
が
家
の
宝
財
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
の
繁
栄
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
　
人
材
確
保
の
方
法

　
　
　
　
　
○
Ｄ
　
相
続
者
の
確
保
と
養
成

　
　
　
　
　
　
　
の
　
相
続
者
は
リ
レ
ー
ラ
ソ
ナ
ー

　
お
よ
そ
家
訓
は
、
家
名
や
家
業
を
永
久
か
つ
安
泰
に
存
続
せ
し
め
た
い
、
子
孫
の
繁
栄
と
安
全
を
期
し
た
い
と
い
う
願
望
の
結
晶

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
（
六
四
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
（
六
四
四
）

が
文
書
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
家
名
や
家
業
の
永
続
と
い
う
場
合
の
そ
れ
は
、
栄
誉
あ
る
家
名
や
家
業
の
意
味
が
条
件
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
れ
ん

あ
っ
て
、
不
義
、
不
名
誉
な
家
名
や
家
業
の
存
続
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
屋
号
を
染
め
だ
し
た
暖
簾
が
大
切
に
さ
れ

る
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
暖
簾
を
守
り
、
そ
の
永
続
の
た
め
に
、
正
直
・
倹
約
、
家
業
に
勤
勉
努
力
し
、
分
限
を
守

っ
て
国
法
を
遵
守
し
、
　
「
相
変
り
ま
せ
ず
」
を
理
想
に
し
、
命
が
げ
で
家
業
を
守
っ
て
い
る
の
が
老
舗
の
現
実
の
姿
で
あ
る
。

　
然
し
た
が
ら
「
創
業
は
易
く
、
守
成
は
難
し
」
と
い
う
格
言
が
あ
る
よ
う
に
、
創
業
は
容
易
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
永
久
相
続
せ
し

め
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

　
老
舗
の
家
訓
は
こ
の
よ
う
に
家
名
や
家
業
の
永
続
と
発
展
を
希
求
す
る
立
場
に
立
っ
て
、
こ
れ
を
絶
対
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現

在
の
経
営
者
・
相
続
者
も
、
ま
た
将
来
の
子
孫
も
た
だ
、
家
名
と
家
業
の
永
久
存
続
の
た
め
の
一
手
代
で
あ
っ
て
、
相
続
し
た
一
時

代
の
継
走
者
、
す
な
わ
ち
、
リ
レ
ー
ラ
ソ
ナ
ー
に
す
ぎ
な
い
め
で
あ
る
。
主
人
は
祖
先
の
遺
し
た
家
業
を
守
営
し
、
後
世
に
永
久
に

存
続
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
重
い
責
務
が
あ
る
と
観
定
し
、
こ
の
リ
レ
ー
ラ
ソ
ナ
ー
の
責
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
今
目
で
い
う

と
こ
ろ
の
基
本
的
人
権
も
認
め
ら
れ
て
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

　
向
井
家
の
家
訓
「
家
内
諭
示
記
」
の
中
に
は
、
。

　
「
家
督
は
僅
か
で
あ
っ
て
も
我
が
物
で
は
た
い
、
悉
く
皆
先
祖
の
遺
産
を
、
主
人
で
あ
る
自
分
が
相
続
し
て
こ
れ
を
守
護
し
、
経

営
し
て
い
る
身
分
で
あ
る
か
ら
、
油
断
な
く
家
業
を
大
切
に
ー
し
て
、
怠
る
こ
と
な
く
精
励
す
る
こ
と
。
ま
た
精
励
す
べ
き
で
あ
る
」

と
あ
り
、
経
営
者
の
地
位
を
、
家
と
家
業
の
リ
レ
ー
ラ
ソ
ナ
ー
で
あ
る
と
観
定
し
、
そ
の
責
任
の
在
り
方
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

　
西
村
彦
兵
衛
家
の
家
訓
「
亭
主
之
心
得
」
に
も
、

　
「
夫
れ
、
家
を
起
し
、
盛
ん
に
す
る
こ
と
も
、
逆
に
ー
家
を
崩
し
て
衰
微
さ
す
こ
と
も
、
皆
子
孫
の
心
得
次
第
で
あ
る
。
一
家
の
主
人

た
る
も
の
は
、
そ
の
家
の
名
跡
や
財
産
は
自
分
自
身
の
物
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
は
先
祖
か
ら
家
や
家
業
の
支
配
役
を
預
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
あ
い

り
、
委
か
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
、
名
跡
を
げ
が
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
を
子
孫
に
よ
く
教
え
、
家
の
格
合
に
応
じ
た
昔
か
ら
の

仕
来
た
り
を
よ
く
守
り
勤
め
、
仁
義
（
慈
愛
と
正
し
さ
）
で
も
っ
て
使
用
人
を
召
使
い
、
一
軒
で
も
多
く
別
家
が
出
来
る
こ
と
は
先
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
　
　
く
ら
し

に
対
す
る
孝
行
で
あ
る
と
思
い
、
時
期
が
来
て
家
督
を
譲
っ
て
隠
居
し
て
も
、
栄
耀
な
暮
を
す
る
こ
と
は
大
き
な
間
違
で
あ
る
。
唯

々
、
世
問
の
公
用
か
ら
の
が
れ
、
質
素
に
暮
す
手
本
と
な
る
様
に
静
か
に
暮
す
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
安
閑
と
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
子
孫
が
如
何
に
す
れ
ぼ
無
事
長
久
に
相
続
出
来
る
か
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
が
隠
居
の
務
め
で
あ
る
」

と
戒
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
相
続
者
と
い
う
も
の
は
、
先
祖
か
ら
の
預
り
物
で
あ
る
家
と
家
業
の
リ
レ
ー
ラ
ソ
ナ
ー
と
も
い
う
べ
き
立
場
と
性

格
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
い
　
不
良
相
続
者
の
追
放
規
定

　
家
業
の
永
続
と
い
う
大
義
が
最
優
先
し
、
家
業
第
一
主
義
の
経
営
理
念
に
支
え
ら
れ
た
老
舗
で
は
、
相
続
者
の
立
場
と
家
業
の
存

続
が
一
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
命
を
一
っ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
相
続
者
は
家
業
（
の
れ
ん
）
の
継
走
者
的
な
資
格
を
も
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
相
続
者
の
基
本
的
人
権
す
ら
も
家

業
存
続
と
い
う
大
義
の
下
で
は
認
め
ら
れ
た
か
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
相
続
者
が
も
し
放
蕩
・
怠
惰
・
愚
鈍
の
人
物
で
あ
り
、
又
は
商
法
に
身
を
入
れ
ず
不
婚
を
働
く
よ
う
な
場
合
に
際
会
し
、

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
（
六
四
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
（
六
四
六
）

家
業
を
衰
亡
に
お
と
し
入
れ
る
恐
れ
が
生
じ
た
時
は
、
こ
れ
を
容
赦
な
く
追
放
し
て
、
他
か
ら
適
当
た
相
続
者
を
養
子
と
し
て
迎
え

入
れ
て
で
も
、
家
業
の
存
続
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
井
上
家
（
美
濃
利
呉
服
卸
商
）
の
「
主
人
目
々
心
得
方
」
の
中
に
は
、

　
「
主
人
た
り
と
難
も
、
朝
寝
致
し
、
夜
遊
等
を
し
て
家
業
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
り
、
か
げ
狂
い
な
ど
は
決
し
て
１
し
て
は
な
ら
な
い
。

若
し
も
そ
の
よ
う
な
不
埼
た
振
舞
を
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
店
の
者
か
ら
親
類
一
統
に
願
出
て
、
資
本
の
使
込
み
、
商
品
の
貸
与
等

々
、
被
害
の
有
無
、
程
度
等
を
よ
く
調
査
し
吟
味
を
し
て
、
家
名
や
家
業
に
傷
が
っ
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
上
で
主
人
は

少
々
の
適
当
な
給
料
を
渡
し
、
相
続
者
の
地
位
を
は
ず
し
て
隠
居
さ
せ
る
事
」

と
観
定
し
、
不
適
切
た
主
人
の
追
放
を
観
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

　
矢
代
仁
兵
衛
家
の
「
定
め
」
に
は
、

　
「
主
人
で
あ
っ
て
も
、
身
持
ち
が
悪
く
、
不
行
跡
の
事
が
有
る
か
、
又
は
家
法
に
背
い
て
不
正
の
事
が
有
る
場
合
に
は
、
従
業
員

は
何
事
に
か
か
わ
ら
ず
意
見
を
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
謹
言
の
仕
方
は
従
業
員
が
一
人
残
ら
ず
、
協
力
一
致
し
て
謹
言
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
聞
き
入
れ
て
貰
え
な
い
時
は
、
一
族
・
一
門
中
に
触
れ
て
、
何
度
も
何
度
も
神
妙
に
謹
言
を
す
る
事
で
あ
る
が
、

万
が
一
っ
に
も
主
人
が
そ
の
立
場
を
笠
に
着
て
、
大
な
る
不
培
を
言
い
、
従
業
員
の
意
見
も
聞
き
入
れ
な
い
よ
う
た
行
動
に
出
た
場

合
は
、
親
類
中
が
打
寄
り
相
談
の
上
で
、
も
し
相
続
者
と
し
て
不
適
当
な
人
物
で
あ
れ
ば
、
必
ず
追
放
し
、
押
込
め
隠
屠
に
し
て
し

ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
人
追
放
の
方
法
を
ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
こ
と
は
、
家
に
と
っ
て
は
却
っ
て
不
忠
に
な
る
と
考
え
ね

ぽ
た
ら
な
い
。
何
分
に
も
家
の
相
続
が
出
来
る
よ
う
に
取
計
ら
う
こ
と
が
第
一
で
あ
る
」

と
、
不
碍
な
主
人
の
追
放
を
厳
し
く
観
定
し
て
い
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

　
安
田
多
七
家
で
は
「
多
七
伝
」
の
中
に
お
い
て
、

　
「
予
が
家
を
相
続
す
る
老
で
あ
っ
て
、
不
幸
に
し
て
、
か
け
狂
い
、
放
蕩
す
る
者
が
出
現
し
、
相
続
の
見
込
み
が
な
い
者
は
、
親

族
な
ら
び
に
別
家
等
が
協
議
し
、
そ
の
者
に
は
財
産
の
百
分
の
五
を
与
え
て
分
家
せ
し
め
、
相
続
者
の
地
位
を
は
ず
し
、
他
家
か
ら

相
続
者
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
養
子
に
迎
え
て
入
れ
て
家
業
を
相
続
せ
し
め
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

と
規
定
し
、
家
業
の
永
続
を
図
っ
て
い
る
。
又
、
同
家
の
「
家
憲
」
曄
刀
頭
第
一
条
に
お
い
て
も
、

　
「
素
行
は
慎
み
、
問
違
い
を
犯
か
さ
ぬ
事
が
第
一
で
あ
る
。
若
し
も
悪
行
を
重
ね
、
訓
戒
し
て
も
改
心
し
な
い
場
合
は
、
そ
の
も

の
を
追
放
し
て
、
相
続
者
を
廃
絶
し
て
も
差
支
え
た
い
」

と
規
定
し
、
家
業
経
営
者
と
し
て
資
格
を
欠
く
不
埼
な
行
為
の
あ
っ
た
場
合
は
、
主
人
と
難
も
経
営
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
追
放
し
、

廃
絶
し
て
よ
ろ
し
い
と
ま
で
宣
言
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

　
千
切
屋
治
兵
衛
家
（
呉
服
卸
売
業
）
の
「
家
訓
」
に
は
、

・
「
主
人
の
気
性
が
悪
く
、
不
法
行
為
が
あ
れ
ば
、
手
代
共
協
力
し
て
意
見
を
し
て
諌
め
る
こ
と
。
そ
れ
で
も
聞
入
れ
た
い
時
は
、

店
中
の
手
代
共
が
申
合
は
せ
意
見
を
す
る
こ
と
。
そ
の
意
見
も
相
用
い
ず
我
意
を
通
し
、
我
慶
を
し
て
、
家
業
不
相
続
の
人
柄
に
考

え
ら
れ
る
場
合
は
、
千
治
家
一
統
た
ら
び
に
別
家
中
、
両
店
（
千
治
・
千
吉
）
の
手
代
が
打
寄
り
、
会
合
し
、
相
談
の
上
で
、
隠
居
せ

し
め
、
適
当
な
相
続
者
を
他
家
か
ら
見
立
て
て
、
家
督
を
譲
り
替
え
る
こ
と
」

と
観
定
し
、
家
業
不
相
続
の
継
嗣
は
追
放
し
、
良
い
相
続
者
を
他
家
か
ら
迎
え
入
れ
る
よ
う
に
と
観
定
し
て
い
る
。
し
か
も
、

　
　
「
万
が
一
に
も
、
其
の
時
に
な
っ
て
追
放
さ
れ
る
べ
き
当
主
が
言
う
こ
と
聞
か
た
げ
れ
ぼ
御
公
儀
様
（
役
所
）
へ
御
願
い
申
上
げ
、

相
続
者
を
改
変
し
て
家
業
を
相
続
出
来
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」

　
　
　
　
人
づ
く
り
こ
１
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
（
六
四
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
（
六
四
八
）

と
し
て
、
御
公
儀
様
の
力
を
借
り
て
で
も
、
当
主
を
廃
易
し
て
、
新
し
い
相
続
者
の
下
に
家
業
や
「
の
れ
ん
」
の
永
続
と
発
展
を
期

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

　
こ
の
外
、
木
村
卯
丘
ハ
衛
家
で
も
、
全
く
同
様
の
「
家
法
」
に
ー
よ
り
、
当
主
が
不
培
で
、
不
品
行
の
場
合
は
、

　
　
「
町
内
、
学
校
、
御
役
所
等
の
力
を
借
り
て
で
も
、
家
業
の
永
続
を
守
る
べ
し
」

と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
．
二
よ

　
　
「
江
戸
風
持
ち
の
京
商
人
」
と
し
て
典
型
的
た
柏
原
孫
左
衛
門
家
の
場
合
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
、
厳
し
く
追
放
の
観
定
を
次
の
よ

う
に
定
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

　
　
死
後
申
置
一
札
之
事

　
「
（
前
略
）
万
一
自
分
の
死
後
、
家
督
相
続
の
事
に
つ
い
て
、
一
統
に
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
伜
弥
三
郎
（
相
続
者
）
へ
先
祖
か
ら

　
　
　
お
も
む
き

の
家
法
の
趣
を
、
東
（
江
戸
）
西
（
京
都
）
両
別
宅
の
総
代
が
立
会
い
の
上
で
、
得
心
の
行
く
ま
で
申
し
聞
か
せ
、
本
人
は
勿
論
、
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
と
も

西
両
店
支
配
人
並
び
に
。
全
別
家
中
承
知
納
得
の
上
で
家
督
相
続
を
す
る
よ
う
頼
ん
で
お
き
ま
す
、
尤
、
家
督
譲
渡
し
た
後
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
＾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
こ

も
、
さ
き
ざ
き
で
我
儘
法
外
な
振
舞
を
し
た
時
は
、
懇
々
と
意
見
を
加
え
、
そ
の
上
で
も
聞
入
れ
な
い
場
合
は
、
何
処
の
親
族
に
も

遠
慮
は
い
ら
な
い
か
ら
、
此
の
遺
言
書
を
も
っ
て
、
御
町
内
の
御
年
寄
（
代
表
）
に
相
頼
ん
で
、
御
先
祖
様
か
ら
伝
え
お
か
れ
た
家

法
通
り
、
家
名
を
取
上
げ
、
何
処
か
ら
で
も
よ
い
か
ら
相
続
に
適
切
な
人
物
を
迎
入
れ
て
、
永
久
に
柏
原
家
の
家
業
が
続
く
よ
う
に

し
て
い
た
だ
く
様
に
頼
入
れ
て
お
き
ま
す
、
後
々
の
証
拠
文
書
と
し
て
、
遺
言
を
以
上
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
お
き
ま
す
」

と
あ
り
、
家
督
の
相
続
条
件
と
、
そ
の
承
認
権
を
規
定
し
、
相
続
者
に
不
法
行
為
が
あ
っ
て
家
業
相
続
に
危
険
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

遺
言
書
を
タ
テ
に
し
て
、
追
放
な
ら
び
に
新
相
続
者
の
擁
立
が
、
別
家
と
支
配
人
の
権
限
で
行
い
得
る
よ
う
に
し
て
い
る
。



　
要
す
る
に
、
本
家
の
家
業
・
の
れ
ん
の
永
続
を
最
優
先
せ
し
め
、
家
名
・
家
業
永
続
の
た
め
に
は
、
今
目
的
な
基
本
的
人
権
も
自

由
も
絶
対
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
家
訓
の
規
定
が
存
在
し
、
実
際
に
適
用
さ
れ
、
相
続
者
の
在
り
方
や
暮
し
方
が
束
縛
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
家
業
の
永

久
相
続
が
可
能
に
な
っ
て
、
今
目
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
も
過
一
言
で
は
決
し
て
な
い
。
老
舗
の
家
訓
と
い
う
も
の
は
家
業
永

続
と
い
う
大
義
の
下
で
は
実
に
厳
し
い
規
定
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
い
後
継
者
の
養
成
と
教
育

　
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
後
継
者
の
養
成
と
教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
事
業
が
存
続
し
繁
栄
す
る
か
ど
う
か
は
、
あ
す
を
担
う
経
営
者
た
ち
の
能
力
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
。
一
っ
の
決
定
が
な
さ
れ

て
か
ら
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
ま
で
の
期
問
が
ま
す
ま
す
長
く
な
っ
て
来
た
今
目
に
お
い
て
、
と
く
に
こ
の
こ
と
が
い
え
る
。
だ
れ

し
も
将
来
を
は
っ
き
り
と
見
と
お
す
こ
と
は
で
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
目
め
経
営
者
に
は
、
彼
ら
の
後
を
り
っ
ぱ
に
受
け
継
い

で
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
人
々
　
　
あ
す
の
経
営
者
た
ち
　
　
を
選
び
、
育
て
、
そ
の
真
価
を
試
し
て
お
く
こ
と
は
き
わ
め
て
大
切
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

と
で
、
こ
れ
を
怠
る
経
営
者
は
、
合
理
的
か
つ
責
任
あ
る
経
営
者
と
は
い
え
な
い
」
（
「
毘
代
の
経
営
」
）

　
と
述
べ
て
、
経
営
者
の
責
任
と
し
て
、
あ
す
の
企
業
の
永
続
と
１
繁
栄
を
左
右
す
る
後
継
者
を
選
び
、
育
成
し
、
そ
の
真
価
を
試
験

し
て
、
適
材
者
を
作
っ
て
お
く
こ
と
を
怠
っ
て
は
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
非
常
に
重
要
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

　
「
金
を
の
こ
す
は
下
、
事
業
を
の
こ
す
は
中
、
人
を
の
こ
す
は
上
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
　
「
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
」
こ
と
は
心
に
銘
記
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
殊

に
、
長
（
経
営
責
任
者
）
た
る
老
に
は
二
つ
の
必
須
的
た
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
は
Ｑ
、
二
番
手
（
後
継
者
）
づ
く
り
、
◎
、
長
期
的
価

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
（
六
四
九
）



　
　
　
　
立
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館
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学
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五
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第
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一
六
（
六
五
〇
）

値
創
造
、
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
役
割
を
果
す
た
め
に
は
、
企
業
の
運
命
を
左
右
す
る
経
営
者
に
良
き
後
継
者
を
得
る
こ
と
は
何
を
お
い
て
も
大
切
な

こ
と
で
あ
る
。

　
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
家
業
相
続
者
が
不
適
材
な
人
物
で
あ
れ
ば
、
家
訓
の
観
定
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
適
材
の
相
続
者
を
迎

え
入
れ
て
で
も
、
家
業
の
永
続
と
そ
の
安
泰
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
業
の
相
続
者
は
家
業
の
単
な
る
リ
レ
ー
ラ
ソ
ナ
ー
で

あ
る
と
し
て
、
家
業
優
先
、
家
業
第
一
主
義
が
最
優
先
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
た
が
ら
、
家
業
を
相
続
す
る
場
合
、
こ
れ
を
自
分
の
子
孫
が
相
続
し
て
呉
れ
る
こ
と
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、

家
菜
を
承
継
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
後
継
者
の
養
成
と
教
育
に
つ
い
て
、
家
訓
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
観
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

　
西
村
彦
兵
衛
家
「
亭
主
の
心
得
」
に
は
、

　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず

　
「
夫
れ
家
を
起
す
も
、
崩
す
も
皆
子
孫
の
心
得
次
第
で
あ
る
か
ら
、
家
名
や
の
れ
ん
を
汚
が
さ
な
い
よ
う
に
、
子
孫
を
よ
く
教
育

し
、
先
祖
の
教
え
を
よ
く
守
っ
て
勤
勉
で
、
仁
義
を
も
っ
て
人
を
召
使
い
、
壱
軒
で
も
多
く
別
家
が
出
来
る
よ
う
に
繁
盛
す
る
こ
と

が
、
先
祖
へ
の
孝
行
で
あ
。
る
と
思
ひ
…
…
」

と
規
定
し
、
相
続
者
の
教
育
と
養
成
を
図
る
必
要
性
を
要
望
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

　
向
井
家
「
家
内
諭
示
記
」
で
は
、

　
　
　
（
相
続
者
）

　
「
、
自
分
は
守
営
の
身
で
あ
る
か
ら
、
家
業
に
油
断
な
く
、
大
切
に
し
て
励
ま
ね
ば
な
ら
危
い
。
又
勤
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い
」と

規
定
し
、
相
続
者
の
在
り
方
に
厳
し
い
枠
を
入
れ
て
、
そ
の
遵
守
を
要
請
し
て
い
る
。



　
外
村
与
左
衛
門
家
の
場
合
も
、

　
「
家
を
相
続
し
永
久
に
安
泰
を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
家
業
を
守
る
か
、
守
ら
な
い
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
（
中
略
）
、
大

事
な
こ
と
は
専
ら
家
法
を
守
っ
て
問
違
い
を
犯
か
さ
な
い
よ
う
に
し
、
勤
め
働
い
て
家
業
の
無
事
長
久
を
計
る
こ
と
で
あ
る
。
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

已
の
職
分
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
、
相
続
者
が
良
き
相
続
者
で
あ
る
よ
う
に
と
訓
戒
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

　
木
村
卯
兵
衛
家
「
先
祖
ヨ
リ
申
伝
在
ル
レ
之
家
法
定
」
に
は
、

　
「
（
前
略
）
当
然
の
事
な
が
ら
自
分
の
実
子
が
男
児
で
あ
っ
て
も
、
当
家
の
相
続
人
は
勿
論
の
事
、
次
男
で
あ
っ
て
も
、
修
業
の
た

め
に
他
家
へ
奉
公
に
１
出
し
、
も
し
も
、
先
方
（
奉
公
先
）
で
そ
の
功
績
を
認
め
ら
れ
、
別
家
（
の
れ
ん
分
け
）
を
許
さ
れ
た
な
ら
ば
、

そ
れ
を
お
受
け
し
、
二
十
七
、
八
才
ま
で
奉
公
す
る
こ
と
。
妻
を
要
る
に
あ
た
っ
て
は
、
前
も
っ
て
そ
の
も
の
を
下
女
並
み
に
取
扱

っ
て
見
て
、
そ
の
心
根
を
調
べ
た
上
で
、
心
根
の
良
い
人
物
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
女
性
と
縁
組
を
す
る
こ
と
」

と
規
定
し
、
相
続
者
の
教
育
と
そ
の
養
成
に
は
、
夫
妻
と
も
に
厳
し
く
、
然
も
深
い
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

　
湯
浅
金
物
（
株
）
の
場
合
は
、
相
続
者
の
育
成
に
は
次
の
よ
う
次
厳
し
い
捷
が
設
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
相
続
老
は
元
服
後
必
ず
江
戸
の
出
店
で
修
業
す
る
こ
と
、
そ
の
修
業
試
験
に
パ
ス
し
て
後
、
始
め
て
相
続
者
の
地
位

に
つ
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
っ
た
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。

　
な
お
、
江
戸
店
修
業
の
出
発
に
際
し
て
は
、
両
親
宛
に
次
の
よ
う
な
「
誓
約
書
一
札
」
を
差
入
れ
、
自
分
が
将
来
、
相
続
者
た
り

得
る
か
否
か
の
運
命
は
、
こ
の
江
戸
店
修
業
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
修
業
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
そ
の
具
体
的

な
起
居
動
作
を
含
め
て
、
自
分
の
生
活
の
在
り
方
を
披
歴
し
て
、
両
親
宛
に
誓
約
を
し
て
い
る
。

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
（
六
五
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
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十
五
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第
五
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一
八
（
六
五
二
）

　
　
　
　
　
（
２
４
）

　
　
ケ
条
之
文

Ｈ
　
江
戸
下
向
は
修
業
第
一
を
目
的
に
行
く
の
で
あ
っ
て
、
別
家
や
支
配
人
、
先
輩
の
従
業
員
の
命
令
に
は
絶
対
違
背
し
た
い
こ
と
。

○
　
毎
朝
の
起
床
は
家
内
と
一
諸
に
し
て
、
朝
寝
を
し
な
い
こ
と
。

臼
　
食
事
は
店
の
者
と
飯
台
で
と
り
、
茶
な
ど
も
自
分
で
汲
ん
で
飲
み
、
丁
稚
に
至
る
ま
で
決
し
て
私
用
に
使
わ
な
い
で
、
し
か
も

　
横
柄
な
態
度
で
応
待
し
な
い
事
、

的
　
何
事
で
も
自
分
で
や
れ
る
こ
と
は
、
上
下
の
差
別
な
く
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
一
生
懸
命
す
る
こ
と
。

固
　
衣
服
は
木
綿
で
、
絹
気
の
も
の
は
一
切
着
用
せ
ぬ
事
。

内
　
別
家
の
衆
中
に
よ
る
指
図
で
止
む
な
く
外
出
す
る
等
と
か
・
或
は
・
得
意
方
で
あ
る
職
工
方
衆
（
金
物
製
造
の
家
パ
）
へ
店
の
公

　
用
で
出
向
く
以
外
は
絶
対
外
出
し
な
い
こ
と
。
も
っ
と
も
、
商
品
の
持
ち
運
び
の
た
め
の
外
出
は
し
た
け
れ
ほ
た
ら
な
い
が
、
そ

　
の
場
合
で
も
用
向
き
が
終
り
次
第
、
早
次
に
帰
宅
す
る
事
。

向
店
の
従
業
員
各
自
が
仕
事
を
し
て
い
る
所
へ
立
寄
り
、
仕
事
の
邪
魔
に
た
る
よ
う
な
事
は
一
切
し
な
い
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
　
　
か
き
　
　
そ
ろ
ば
ん
　
　
け
い

の
　
仕
事
の
合
間
に
は
、
読
、
書
、
算
盤
の
稽
古
に
心
掛
げ
る
こ
と
。

ク
う
　
以
上
の
ケ
条
書
の
事
柄
は
篤
と
心
得
、
相
違
な
く
相
守
り
ま
す
、
若
し
、
違
背
す
る
に
及
ん
だ
場
合
は
、
如
何
様
に
御
処
分
し

　
て
い
た
だ
い
て
も
、
其
の
時
は
；
口
の
言
訳
け
も
い
た
し
ま
せ
ん
、
後
目
の
為
に
誓
約
を
ケ
条
書
に
し
て
差
上
げ
て
お
き
ま
す

　
天
保
四
年
正
月

　
本
宅
兄
七
左
衛
門
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
丘
ハ
衛
＠

　
　
　
　
　
　
　
お
屋
奈
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」



　
こ
の
よ
う
な
極
め
て
厳
し
い
修
業
奉
公
の
誓
約
書
を
差
出
し
て
、
京
都
の
本
店
か
ら
江
戸
の
出
店
へ
相
続
者
と
し
て
の
修
業
に
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
「
他
人
の
飯
を
食
べ
さ
せ
ろ
」
　
「
か
わ
い
い
子
に
は
旅
を
さ
せ
」
と
世
俗
に
よ
く
言
わ
れ
て
、
他
家
奉
公
の
簸

難
辛
苦
を
風
刺
し
て
い
る
が
、
こ
の
労
苦
と
修
業
試
験
に
合
格
し
な
げ
れ
ぼ
、
相
続
者
の
地
位
に
。
付
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
し
か
も
、
相
続
開
始
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
又
相
続
人
が
両
親
宛
に
誓
紙
一
札
を
入
れ
、
相
続
者
の
在
り
方
を
次
の
よ
う
規
制
し

て
い
る
。

　
　
　
　
（
２
５
）

　
　
　
一
札

一
、
此
度
家
督
相
続
な
ら
び
に
改
名
（
代
六
七
左
衛
門
）
を
仰
せ
付
げ
ら
れ
ま
し
た
の
に
付
、
こ
れ
か
ら
先
は
家
業
で
あ
る
商
売
に
身

を
入
れ
て
、
相
替
ら
ず
繁
昌
し
得
る
よ
う
に
専
心
努
力
致
し
ま
す
、
昔
か
ら
の
家
風
を
相
守
り
、
奮
り
が
ま
し
き
こ
と
は
勿
論
、
普

請
（
あ
ま
ね
く
世
に
１
請
う
て
堂
塔
を
建
て
る
こ
と
）
等
、
物
好
き
や
、
遊
芸
事
等
は
致
し
ま
せ
ん
、
井
に
茶
の
湯
禁
止
の
趣
旨
を
仰
付
ら

れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
亦
謹
ん
で
承
知
致
し
ま
し
た
。
御
両
親
様
が
お
亡
な
く
な
ら
れ
た
後
々
に
至
る
ま
で
此
の
御
趣
旨
に
相
背
き

は
致
し
ま
せ
ん
、
以
上
、
誓
約
書
一
札
を
認
め
差
上
げ
て
お
き
ま
す

　
文
化
五
年
十
一
月
廿
二
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
左
衛
門
＠

　
親
人
江

．
こ
の
よ
う
た
厳
し
い
誓
約
書
が
、
相
続
者
か
ら
両
親
宛
に
差
出
さ
れ
た
上
で
、
家
督
と
家
業
を
相
続
し
、
家
名
と
家
業
の
永
久
存

続
と
繁
盛
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
相
続
者
の
良
否
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
家
業
で
あ
る
だ
け
に
、
後
継
者
の
養
成
と
教
育
、
そ
し
て

其
在
り
方
に
ー
つ
い
て
、
家
業
経
営
者
が
如
何
に
努
力
し
て
い
た
か
は
こ
れ
等
の
家
訓
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
１
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）

一
九
（
六
五
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
（
六
五
四
）

　
　
　
　
　
じ
↓
　
従
業
員
の
確
保
と
養
成

　
　
　
　
　
　
　
の
従
業
員
は
企
業
最
大
の
宝
財

　
「
人
は
城
、
人
は
石
垣
、
人
は
堀
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
城
壁
と
な
り
、
石
垣
と
な
り
、
深
い
堀
と
な
っ
て
企
業
を
守
り
、
時

に
は
相
手
と
の
競
争
に
打
勝
っ
て
、
そ
の
永
続
と
発
展
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
他
で
も
な
い
、
そ
の
企
業
に
立
働
い
て
い
る

と
こ
ろ
の
従
業
員
で
あ
る
。
事
業
の
永
続
も
盛
衰
も
一
っ
に
か
か
っ
て
従
業
員
が
、
良
質
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ

い
。
従
業
員
こ
そ
企
業
に
と
っ
て
最
大
の
宝
財
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
経
営
者
の
手
腕
の
有
無
は
、
如
何
に
優
秀
な
従
業
員
を
確
保
し
、
そ
の
従
業
員
の
材
幹
を
如
何
に
生
か
し
て
使
用
し
、

如
何
に
人
事
管
理
の
効
率
を
よ
く
す
る
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
、

　
「
た
に
は
と
も
あ
れ
、
事
業
経
営
に
■
お
い
て
人
問
は
や
は
り
い
ち
ば
ん
大
切
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
経
営
に
関
す
る
学
間
的
知
識

が
如
何
に
す
ぐ
れ
て
い
て
も
分
析
が
い
か
に
慎
重
に
。
な
さ
れ
て
も
、
道
具
が
い
か
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
結
局
、
事
業
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

を
左
右
す
る
も
の
は
人
問
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
」

と
述
べ
、
経
営
体
を
方
向
づ
げ
、
動
か
す
も
の
は
結
局
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
働
く
人
問
、
す
な
わ
ち
、
経
営
者
を
も
含
め
て
、
従

業
員
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
主
張
し
、
人
問
尊
重
を
原
点
に
し
た
良
質
の
従
業
員
の
確
保
が
最
大
の
企
業
づ
く
り
で
あ
る
と
し
て

い
る
。

　
こ
の
事
は
如
何
に
文
明
の
利
器
が
生
ま
れ
、
経
営
業
務
が
機
械
化
さ
れ
、
省
力
化
さ
れ
て
も
、
そ
の
文
明
の
利
器
を
動
か
す
の
は

人
間
で
あ
る
以
上
、
ま
す
ま
す
企
業
で
働
く
従
業
員
の
力
量
が
大
切
に
な
る
。



　
老
舗
の
家
訓
で
も
、
か
か
る
人
材
の
確
保
を
強
調
し
て
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

　
中
山
人
移
店
の
「
商
人
ノ
教
則
」
で
は
、

　
「
規
律
正
シ
ク
シ
テ
順
序
ノ
宜
シ
キ
人
ハ
一
人
ニ
テ
六
人
分
ノ
事
務
ヲ
取
扱
フ
事
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
一
人
ニ
テ
事
ヲ
行
フ
時
ハ

万
端
一
手
二
仕
上
ゲ
ル
事
ヲ
得
レ
ド
モ
、
六
人
共
二
事
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
、
事
務
ノ
錯
雑
ヲ
来
タ
ス
ベ
キ
ナ
リ
、
故
二
人
ヲ
雇
フ
ニ
ハ

高
給
ニ
テ
モ
、
勤
勉
ナ
ル
者
一
人
ヲ
用
フ
ベ
シ
、
不
勉
強
ノ
者
ヲ
六
人
雇
フ
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
ノ
費
用
逢
カ
ニ
少
ナ
シ
」

　
す
た
わ
ち
、
質
の
良
い
有
能
精
勤
な
従
業
員
は
不
良
で
不
勉
強
た
従
業
員
六
人
に
匹
敵
す
る
か
ら
、
従
業
員
を
雇
入
れ
る
場
合
は
、

ど
ん
な
に
高
給
を
払
っ
て
も
よ
い
か
ら
、
良
質
精
勤
な
人
材
を
少
数
で
も
よ
い
か
ら
、
そ
の
確
保
に
ー
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
、
少
数

精
鋭
主
義
の
人
材
確
保
経
営
を
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
７
）

　
更
に
、
人
材
確
保
の
厳
し
い
人
事
政
策
と
し
て
は
、
外
村
与
左
衛
門
家
の
「
改
正
作
法
記
」
の
規
定
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
「
奉
公
ヲ
勤
メ
楊
ゲ
テ
ニ
十
七
才
ノ
春
ニ
ナ
ッ
タ
ラ
一
応
退
職
願
ヲ
差
出
ス
コ
ト
、
ト
テ
モ
支
配
役
ノ
職
務
二
六
ツ
カ
シ
イ
ト
考

ヘ
ラ
レ
ル
者
ハ
、
ソ
ノ
辞
表
ヲ
受
理
シ
タ
上
デ
、
ソ
ノ
モ
ノ
ガ
無
事
渡
世
が
出
来
ル
ヤ
ウ
ニ
、
親
切
丁
寧
二
配
慮
シ
テ
ヤ
ル
コ
ト
。

器
量
ガ
ス
グ
レ
テ
イ
テ
支
配
役
ガ
適
切
デ
ァ
ル
ト
考
ヘ
ラ
レ
テ
、
任
命
サ
レ
タ
者
デ
モ
、
三
十
才
ノ
時
、
又
三
十
五
才
ノ
秋
ニ
ナ
ッ

タ
ラ
辞
表
願
ヲ
差
出
ス
コ
ト
。
其
上
デ
、
採
否
ノ
再
審
査
ヲ
行
イ
、
引
続
キ
支
配
役
二
任
命
ス
ル
カ
否
カ
ノ
可
否
ヲ
決
定
ス
ル
コ

ト
」と

規
定
し
て
、
良
質
有
能
な
支
配
役
の
人
材
確
保
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
一
般
の
従
業
員
に
つ
い
て
も
、
前
述
の
支
配
人
の
任
用
規
定
と
全
く
同
様
で
あ
る
。

　
「
列
外
ノ
者
（
手
代
以
下
丁
稚
其
の
他
の
者
）
モ
五
年
目
毎
二
辞
表
願
ヲ
差
出
ス
コ
ト
。
将
来
ノ
見
込
ミ
ノ
ナ
イ
者
ハ
早
ク
親
元
二

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
六
五
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
六
五
六
）

引
キ
取
ラ
セ
ル
コ
ト
ニ
ス
ル
コ
ト
」

と
規
定
し
、
従
業
員
の
終
身
雇
傭
制
を
否
定
し
、
将
来
、
商
人
と
し
て
の
才
器
あ
る
も
の
の
み
の
確
保
に
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
但
シ
辞
表
提
出
年
月
ハ
、
未
年
ヨ
リ
五
ケ
年
、
則
チ
、
未
、
亥
、
卯
、
未
年
ノ
秋
二
差
出
ス
コ
ト
、
モ
ッ
ト
モ
途
中
採
用
ノ
老

モ
右
二
定
メ
タ
年
二
辞
表
ヲ
差
出
シ
テ
、
ソ
ノ
採
否
ヲ
仰
グ
コ
ト
」

と
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
れ
等
の
規
定
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
終
身
雇
用
制
に
ょ
る
身
分
保
証
を
否
定
し
、
商
人
と
し
て
の
適
否
、
具
体
的
に
は
、
支
配

人
以
下
手
代
、
丁
稚
と
し
て
の
適
否
を
五
年
目
毎
に
審
査
し
、
有
能
な
人
材
の
み
の
確
保
を
図
か
り
「
人
は
城
、
人
は
石
垣
、
人
は

堀
」
と
い
っ
た
言
葉
通
り
、
人
づ
く
り
に
徹
し
、
優
秀
な
従
業
員
に
よ
っ
て
家
業
の
存
続
と
発
展
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
企
業
の
永
続
と
発
展
に
と
っ
て
最
大
の
宝
財
は
、
従
業
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
確
保
と
養
成
は
企
業
最
大
の
要
務
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
何
　
不
良
従
業
員
の
追
放
観
定

　
企
業
に
お
げ
る
最
大
の
宝
で
あ
り
、
財
産
で
あ
る
従
業
員
の
在
り
方
、
心
得
方
が
、
企
業
の
運
命
を
左
右
す
る
だ
げ
に
、
老
舗
の

家
訓
で
も
極
め
て
こ
れ
を
重
視
し
、
店
則
等
を
更
に
設
げ
て
細
か
く
鋭
定
し
、
そ
の
遵
守
を
厳
し
く
求
め
、
こ
れ
に
違
背
す
る
場
合

は
追
放
し
、
退
店
せ
し
め
る
と
い
っ
た
措
置
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
８
）

　
湯
浅
佑
一
家
の
「
一
札
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
金
物
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
；
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
オ
カ
マ

　
「
我
等
先
祖
ヨ
リ
打
物
商
売
ヲ
シ
テ
来
テ
イ
ル
窯
元
デ
ア
ッ
テ
、
五
条
通
塩
竈
町
二
本
宅
ヲ
構
ユ
、
江
戸
二
出
店
ヲ
モ
ッ
テ
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ゴ
　
コ

シ
テ
イ
ル
家
デ
ァ
ル
。
コ
ノ
家
業
ハ
孫
子
末
代
二
至
ル
迄
モ
大
切
二
相
守
ル
ヨ
ウ
ニ
、
先
祖
ヨ
リ
申
付
ヶ
ラ
レ
テ
イ
ル
次
第
デ
ァ
ル
。

ソ
レ
故
、
店
ノ
従
業
員
デ
ァ
ル
支
配
人
カ
ラ
最
下
級
ノ
考
二
至
ル
マ
デ
モ
、
随
分
油
断
無
ク
相
勤
メ
ル
可
ク
、
若
シ
不
法
ナ
行
為
ガ



在
ツ
タ
場
合
ハ
必
ズ
処
分
ヲ
申
付
ケ
ル
可
ク
、
其
ノ
時
ニ
ナ
ツ
テ
申
訳
ヲ
幾
ラ
シ
テ
モ
一
切
承
知
ハ
シ
ナ
ィ
次
第
デ
ア
ル
。
必
ズ
其

点
ヲ
相
心
得
テ
、
已
ノ
本
務
二
精
励
シ
テ
働
ク
コ
ト
デ
ア
ル
、
コ
ノ
上
ハ
主
人
デ
ア
ル
自
分
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
、
誰
デ
モ
不
法
ナ
コ
ト

ヲ
シ
タ
場
合
二
、
従
業
員
達
カ
ラ
注
意
サ
レ
タ
時
ニ
ハ
決
シ
テ
背
イ
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
。
若
シ
モ
異
議
ヲ
唱
エ
テ
聞
入
レ
ナ
イ
場
合
ハ
、

京
都
・
江
戸
・
大
坂
店
ノ
別
家
達
ガ
相
談
ノ
上
デ
、
如
何
二
若
年
デ
ァ
ッ
テ
モ
、
退
店
、
隠
居
致
サ
セ
ル
可
キ
事
、
其
ノ
節
ハ
；
員

ノ
申
訳
ケ
モ
サ
セ
ナ
イ
カ
ラ
、
念
ノ
タ
メ
ニ
文
書
一
札
ニ
シ
テ
相
認
メ
テ
オ
ク
次
第
デ
ア
ル
。

　
文
化
六
年
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
同
本
宅

　
炭
屋
七
左
衛
門
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
左
衛
門
＠

　
　
　
手
代
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
す
な
わ
ち
、
家
業
に
，
従
事
す
る
者
は
主
人
は
勿
論
の
こ
と
、
支
配
役
か
ら
丁
稚
に
至
る
ま
で
精
勤
で
た
げ
れ
ぼ
な
ら
ぬ
と
、
そ
の

在
り
方
を
指
示
し
、
不
痔
な
行
為
に
っ
い
て
は
厳
し
く
処
分
し
、
そ
の
時
に
た
っ
て
ど
ん
な
申
開
き
を
し
て
も
一
切
受
付
け
な
い
と

中
し
渡
し
、
ど
ん
な
に
年
令
が
若
く
て
も
、
主
人
、
従
業
員
の
身
分
を
問
わ
ず
、
追
放
、
隠
居
せ
し
め
る
と
規
定
し
て
い
る
。
注
目

す
べ
き
は
、
こ
の
「
一
札
」
は
主
人
か
ら
江
戸
・
京
都
・
大
坂
の
三
店
に
勤
務
す
る
炭
屋
七
左
衛
門
家
の
全
手
代
宛
に
、
主
人
自
か

ら
署
名
捺
印
し
て
、
宣
誓
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
、
処
分
の
権
限
は
手
代
に
あ
り
、
処
分
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
、
聞
入
れ
た
い

場
合
は
、
三
都
三
店
の
別
家
衆
（
店
持
ち
の
者
）
の
手
に
よ
っ
て
処
分
す
べ
し
と
誓
約
し
た
二
札
」
で
あ
っ
て
、
実
に
厳
し
い
信
賞
必

罰
主
義
の
人
事
政
策
が
、
全
従
業
員
（
主
人
を
も
含
め
た
）
の
勤
務
の
上
に
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
文
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

　
外
村
与
左
衛
門
家
「
心
得
書
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
ま
ま

　
「
不
働
又
は
我
盤
を
す
る
も
の
が
有
っ
た
時
は
、
仲
問
（
同
僚
）
で
互
い
に
注
意
す
る
可
き
事
、
再
三
注
意
し
て
も
聞
き
入
れ
ず
、

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
（
六
五
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
（
六
五
八
）

不
心
得
で
、
不
培
を
働
く
者
は
退
店
を
申
付
げ
る
事
」

と
観
定
し
、
従
業
員
の
追
放
処
分
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
０
）

　
又
、
同
家
の
「
改
正
規
則
書
」
に
も
、

　
「
上
に
立
ち
店
を
指
揮
し
て
い
る
も
の
は
、
従
業
員
全
体
が
見
習
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
格
別
に
奮
闘
努
カ
す
る
と
こ
ろ
が
な
げ

れ
ば
た
ら
な
い
。
万
事
万
端
に
心
を
配
り
、
も
し
も
、
真
面
目
に
働
か
ず
、
或
は
不
心
得
で
、
不
埼
の
者
が
あ
る
場
合
は
、
却
刻
呼

び
付
げ
、
ね
ん
ご
ろ
に
意
見
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
家
法
に
背
き
、
注
意
し
て
も
聞
き
入
れ
ず
に
自
分
の
主
張
を
押
し
通
す

性
格
の
強
い
従
業
員
、
或
は
、
先
見
の
明
に
欠
け
て
愚
鈍
で
あ
る
も
の
、
或
は
勉
強
す
る
心
が
少
た
く
て
将
来
の
見
込
み
の
な
い
者

は
、
従
業
員
の
す
べ
て
に
公
開
し
、
了
承
と
納
得
を
得
た
上
で
、
上
下
の
区
別
な
く
、
早
速
に
辞
め
さ
せ
る
可
き
事
」

と
観
定
し
、
全
従
業
員
の
勤
務
の
在
り
方
を
示
し
、
厳
格
な
罰
則
規
定
を
設
け
て
、
不
適
者
は
早
々
に
退
身
、
退
店
せ
し
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
１
）

　
矢
代
仁
兵
衛
家
の
「
定
め
」
に
は
、

　
「
店
の
従
業
員
は
異
体
同
心
、
心
を
同
じ
く
し
て
勤
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
不
培
な
振
舞
を
す
る
者

が
あ
れ
ば
、
遠
慮
な
く
、
お
互
い
に
申
合
せ
て
注
意
を
し
、
不
法
た
行
為
を
早
く
食
い
止
め
る
よ
う
に
取
図
ら
う
こ
と
。
皆
の
者
が

気
付
か
ぬ
問
に
不
法
行
為
を
し
て
い
て
、
そ
れ
が
判
明
し
た
時
は
、
用
捨
な
く
其
の
従
業
員
は
必
ず
処
分
を
し
、
退
店
せ
し
め
る
こ

と
と
す
る
。
若
し
店
の
都
合
を
考
え
、
不
自
由
に
な
る
こ
と
を
心
配
し
て
、
従
業
員
の
不
法
行
為
を
見
逃
が
す
事
は
大
へ
ん
よ
く
た

い
処
置
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
げ
で
あ
る
か
ら
、
従
業
員
の
中
で
、
不
埼
な
者
に
同
調
す
る
よ
う
た
者
が
あ
れ
ば
、
何
人
に
か
か
わ

ら
ず
、
必
ず
辞
め
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
も
し
又
、
こ
れ
を
猶
予
す
る
こ
と
は
大
な
る
問
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
に
よ
っ
て

は
、
不
欄
の
事
（
辞
め
さ
せ
る
こ
と
）
で
あ
る
か
ら
許
し
て
や
る
こ
と
も
あ
る
が
、
何
分
に
も
自
分
の
個
人
的
な
不
自
由
を
考
え
て
、



不
埼
な
従
業
員
で
、
退
店
さ
す
可
き
者
を
免
じ
て
、
店
に
留
め
て
お
く
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
・
従
業
員
の
中
で
不
碍
た
者
は
用
捨
な
く
辞
め
さ
せ
る
と
厳
格
な
処
分
規
定
を
設
げ
て
、
従
業
員
を
厳
し
く
取
締
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
０
）

　
西
川
甚
五
郎
家
の
「
規
定
之
事
」
に
は
、

　
「
商
売
に
不
精
で
怠
惰
の
者
が
い
た
場
合
は
、
と
く
と
教
え
諭
し
、
其
上
で
聞
入
れ
な
い
場
合
は
親
元
へ
早
々
に
引
取
ら
せ
る
こ

と
」　

「
家
内
の
者
で
商
売
に
不
清
で
遊
び
出
す
老
は
、
支
配
人
姶
め
若
衆
に
１
至
る
ま
で
、
き
び
し
く
注
意
し
、
ど
う
し
て
も
聞
入
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
本
店
）

い
場
合
は
、
早
速
本
家
へ
差
登
さ
す
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
は

と
規
定
し
て
い
る
。
何
れ
も
従
業
員
の
勤
務
を
厳
し
く
統
制
し
、
商
人
の
器
で
な
い
も
の
は
用
捨
た
く
辞
め
さ
せ
、
商
人
と
し
て
見

込
み
の
あ
る
才
智
に
長
げ
た
質
の
良
い
従
業
員
の
み
の
確
保
に
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
・
誠
実
、
勤
勉
で
優
良
な
従
業
員
に
は
、
昇
進
、
褒
賞
等
の
恩
典
を
与
え
る
等
の
方
法
で
、
従
業
員
の
服
務
に
対
す
る
勤
評

を
行
い
、
信
賞
必
罰
の
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
勤
務
の
成
績
に
よ
っ
て
、
年
功
序
列
等
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
抜
擢
昇
進
を
さ
す
し
、
降
職
格
下
げ
も
行
う
」
　
（
柏
原
孫
左
衛
門
家

　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
３
）

「
店
定
法
示
合
心
得
書
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
２
）

　
「
仕
事
に
格
別
に
１
励
み
、
精
勤
者
に
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
別
の
褒
美
を
与
え
る
事
（
虎
屋
黒
川
家
「
捷
書
」
）

　
こ
れ
等
は
優
良
従
業
員
に
対
す
る
褒
賞
規
定
で
あ
る
が
、
老
舗
で
は
店
の
運
命
を
左
右
す
る
も
の
は
従
業
員
で
あ
り
、
従
業
員
は

店
の
最
大
の
宝
財
で
あ
る
と
い
っ
た
観
点
に
立
っ
て
、
厳
し
い
罰
則
規
定
及
び
褒
賞
規
定
に
よ
っ
て
不
良
従
業
員
は
早
々
に
追
放
退

身
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
優
良
従
業
員
は
褒
賞
抜
擢
等
の
方
法
に
よ
っ
て
人
材
の
確
保
に
、
努
カ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
（
六
五
九
）



、

　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
（
六
六
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
の
　
従
業
員
の
教
育
と
養
成

　
人
づ
く
り
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
、
単
に
質
の
よ
い
従
業
員
の
確
保
だ
げ
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
更
に
す
す
ん
で
、
善
良
な
従
業

員
の
育
成
に
努
力
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
広
池
博
士
は
、

　
　
「
如
何
な
る
事
業
に
て
も
、
自
已
一
人
の
力
の
み
に
て
は
為
し
難
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
助
手
・
事
務
員
・
店
員
若
く
は
職

工
の
類
を
傭
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。
さ
れ
ば
、
是
等
の
人
々
は
全
く
自
己
の
手
足
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
先

づ
其
多
数
を
集
む
る
よ
り
は
、
品
性
の
善
き
も
の
を
集
む
る
事
に
注
意
し
、
且
っ
，
之
を
道
徳
的
に
感
化
し
て
、
自
己
と
一
心
同
体
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
）

ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
」

と
述
べ
、
労
使
一
体
化
の
観
点
か
ら
、
質
の
よ
い
従
業
員
を
小
数
で
よ
い
か
ら
採
用
し
、
こ
れ
を
常
に
道
徳
的
に
感
化
育
成
し
て
ゆ

く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
す
た
わ
ち
「
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
」
　
「
事
業
の
本
は
人
に
あ
り
、
人
の
本
は
道
徳
に
あ
り
」
と
の
経
営
理
念
に
立

っ
て
、
従
業
員
の
育
成
に
努
力
す
る
べ
き
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
る
。

　
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
、
「
現
代
の
経
営
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
６
）

　
「
経
営
者
に
と
く
に
期
待
さ
れ
る
貢
献
は
、
他
の
人
た
ち
に
ビ
ジ
ヨ
ソ
と
仕
事
を
遂
行
す
る
能
力
と
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
」

　
「
人
問
を
働
か
す
こ
と
は
常
に
、
そ
の
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
育
成
は
仕
方
に
よ
っ
て
、
人
間
が
Ｉ

Ｉ
人
と
し
て
も
、
資
源
と
し
て
も
　
　
生
産
的
に
な
る
か
ど
う
か
が
決
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
問
の
育
成
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
７
）

上
に
立
つ
経
営
者
が
高
潔
な
品
性
を
備
え
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」

と
述
べ
て
、
従
業
員
の
教
育
と
養
成
如
何
に
よ
っ
て
、
人
と
し
て
も
、
資
源
と
し
て
も
、
そ
の
企
業
に
と
っ
て
、
生
産
的
に
た
る
か



否
か
が
決
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
教
育
に
あ
た
っ
て
は
、

　
「
本
人
の
努
力
を
ま
た
ず
し
て
人
々
を
伸
ば
し
て
や
ろ
う
と
す
る
企
業
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
温
情
主
義
か
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
８
）

も
な
け
れ
ぼ
問
抜
げ
た
考
え
方
で
あ
る
。
」

　
「
人
問
の
く
発
展
Ｖ
は
常
に
く
成
長
Ｖ
で
あ
り
、
し
か
も
く
成
長
Ｖ
は
常
に
１
内
か
ら
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
仕
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
９
）

は
個
人
の
成
長
を
促
し
、
ま
た
助
け
る
も
の
で
た
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
」

と
、
教
育
方
法
に
つ
い
て
、
実
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
要
訣
を
述
べ
、
広
池
博
士
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
全
く
一
致
し
て
い
る
。

　
お
よ
そ
、
ま
ず
自
ら
が
進
ん
で
向
上
し
、
成
長
し
ょ
う
と
い
う
意
欲
の
な
い
人
問
は
駄
目
で
あ
る
。
商
工
業
は
い
う
に
及
ぼ
ず
、

如
何
な
る
職
業
に
就
職
し
て
も
、
自
ら
努
力
し
よ
う
と
い
う
意
欲
の
た
い
も
の
は
従
業
員
た
る
の
資
格
も
な
げ
れ
ば
、
教
育
す
る
対

象
者
と
し
て
の
資
格
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
論
語
に
も
、
　
「
憤
セ
ザ
レ
バ
啓
セ
ズ
」
と
か
二
隅
ヲ
挙
ゲ
テ
以
テ
三
隅
二
及
バ
ザ
レ

　
　
　
フ
タ
タ
ビ

バ
、
則
チ
復
セ
ザ
ル
也
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
全
く
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
自
発
的
に
ー
、
向
上
発
展
し
て
、
よ
き
従
業
員
に
な
ろ
う

と
す
る
意
欲
が
な
け
れ
ぼ
如
何
に
教
育
し
よ
う
と
努
力
し
て
も
無
駄
で
あ
り
、
徒
労
に
終
る
恐
れ
が
あ
る
。

　
「
従
業
員
に
は
質
の
良
い
従
業
員
を
集
め
る
」
と
い
う
場
合
の
、
「
質
の
よ
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
自
発
的
に
努
力
し
、

し
ん
し

真
撃
な
態
度
で
向
上
し
、
発
展
し
よ
う
と
す
る
意
欲
に
燃
え
、
企
業
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
の
従
業
員
を
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
従

業
員
で
あ
っ
て
こ
そ
始
め
て
教
育
し
、
養
成
す
る
に
足
る
と
こ
ろ
の
従
業
員
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
０
）

　
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
「
経
営
者
の
条
件
」
で
、

　
「
ど
ん
な
に
そ
の
肩
書
や
地
位
と
い
う
も
の
が
高
く
て
も
、
努
力
に
の
み
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
し
て
下
の
方
に
向
っ
て
の
彼
の
権

限
し
か
強
調
し
た
い
よ
う
た
人
問
は
、
要
す
る
に
人
の
上
に
立
っ
資
格
の
な
い
人
問
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
反
し
て
、

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
（
六
六
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
（
六
六
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ど
ん
な
に
若
く
、
ま
た
地
位
の
低
い
人
問
で
あ
っ
て
も
、
貢
献
と
い
う
も
の
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
し
て
結
果
に
対
し
て
す
す
ん
で

責
任
を
と
る
よ
う
た
人
間
は
、
文
字
ど
お
り
く
ト
ッ
プ
・
．
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
Ｖ
の
一
員
な
の
で
あ
る
」

と
述
べ
、
職
務
に
対
す
る
努
力
と
、
企
業
に
対
す
る
貢
献
と
責
任
を
積
極
的
に
取
る
従
業
員
が
質
の
良
い
従
業
員
で
あ
り
、
教
育
し
、

養
成
し
、
使
用
す
る
に
足
る
人
間
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
家
訓
の
中
で
も
、
従
業
員
の
確
保
規
定
で
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
教
育
と
養
成
に
っ
い
て
は
、
特

に
留
意
し
て
、
従
業
員
が
身
心
共
に
健
全
で
あ
り
、
か
っ
才
幹
や
教
養
に
お
い
て
も
、
他
企
業
に
負
げ
な
い
よ
う
な
良
質
の
従
業
員

に
っ
く
り
上
げ
る
べ
く
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
１
）

　
例
え
ば
、
明
治
十
九
年
に
作
ら
れ
た
外
村
与
左
衛
門
家
の
「
改
正
規
則
書
」
で
は
、

　
　
　
　
む
な
し
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
し
あ
た

　
「
光
陰
空
敷
す
べ
か
ら
ず
、
差
当
り
用
向
こ
れ
無
く
侯
節
は
商
法
上
の
売
買
進
退
勘
考
致
す
べ
し
」

と
規
定
し
、
商
法
の
研
究
、
改
革
等
に
っ
い
て
勉
強
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
観
定
し
、
常
に
新
時
代
に
順
応
し
、
失
敗
し

な
い
商
法
を
身
に
つ
げ
た
従
業
員
の
養
成
に
努
力
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
１
）

　
又
、
同
店
の
「
心
得
書
」
に
も
、

　
「
従
業
員
が
寄
集
っ
た
場
合
は
品
質
、
柄
合
、
染
模
様
等
が
流
行
に
向
く
か
不
向
き
で
あ
る
か
等
に
っ
い
て
よ
く
研
究
し
、
大
い

に
批
評
し
、
討
論
し
て
、
そ
の
見
識
と
技
能
を
高
め
る
こ
と
」

と
観
定
し
、
時
代
の
先
端
を
行
く
フ
ァ
ヅ
シ
ョ
ソ
的
な
セ
ン
ス
と
ア
イ
デ
ァ
等
に
つ
い
て
相
互
に
切
嵯
琢
磨
し
、
常
に
時
代
の
ト
ッ

プ
に
立
っ
て
商
い
が
出
来
る
力
量
を
養
成
す
る
た
め
、
従
業
員
の
教
育
に
努
力
を
払
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
時
代
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
革
に
遅
れ
た
い
よ
う
に
１
す
る
た
め
に
は
、
新
聞
や
読
書
の
必
要
性
を
規
定
し
て
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
３
）

　
「
新
聞
読
書
は
気
象
を
進
取
発
達
せ
し
め
る
基
に
な
る
か
ら
、
そ
の
心
掛
を
も
っ
て
勉
強
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
、

新
聞
や
読
書
を
す
す
め
て
い
る
。
な
お
、
世
の
中
の
進
運
に
伴
っ
て
業
界
の
動
向
や
経
営
手
法
も
変
化
し
て
来
る
の
は
当
然
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
ぷ

か
ら
・
時
勢
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
に
遅
れ
な
い
よ
う
経
営
が
硬
直
化
し
、
或
は
陳
腐
化
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
４
）

　
「
仕
来
り
の
家
業
向
き
も
世
事
の
移
り
替
る
に
ー
随
ひ
異
な
り
、
一
同
熟
談
之
上
時
宜
に
改
革
致
す
べ
し
」

と
規
定
し
て
、
極
め
て
積
極
的
た
経
営
と
商
法
の
採
用
を
勧
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

又
・
絶
え
ざ
る
勉
学
に
よ
一
て
商
人
と
し
て
の
資
質
の
向
上
と
、
高
度
の
常
識
や
判
断
力
を
芝
っ
け
、
「
目
、
是
新
也
一
の
実

業
界
の
中
に
あ
っ
て
、
勉
強
は
「
商
い
の
友
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
朝
早
く
起
き
其
の
日
の
商
法
上
の
研
究
を
怠
ら
な
い
よ
う
、
銘
女
一
人
一
人
が
考
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
朝
寝
を
し
た
時
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
５
）

仕
事
の
手
順
に
狂
い
が
生
じ
て
う
ま
く
は
か
ど
ら
ず
、
且
又
健
康
を
保
っ
上
で
も
非
常
に
ょ
く
な
い
」

と
、
戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
京
都
で
最
古
の
老
舗
の
当
主
西
村
大
治
郎
氏
は
、

　
　
「
第
一
に
老
舗
は
っ
ね
に
自
已
変
革
を
く
り
か
え
さ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
老
舗
が
永
遠
の
生
命
を
保
持
す
る
た
め
に
は
老
舗
の

意
識
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
。
一
中
略
一
老
舗
性
を
墓
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
老
舗
は
存
続
を
許
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
経
営
革
新
が

た
え
ま
な
く
断
行
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

と
述
べ
・
商
法
の
陳
腐
化
・
旧
慣
や
因
襲
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
、
経
営
の
革
新
を
説
い
て
、
開
発
緒
神
、
創
造
精
神
の
保

持
育
成
が
重
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
と

　
矢
代
仁
（
株
）
の
矢
代
美
門
氏
は
次
の
如
く
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
（
六
六
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
（
六
六
四
）

　
　
「
家
訓
の
中
に
は
、
い
っ
の
時
代
で
も
変
え
て
は
い
げ
な
い
精
神
と
、
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
変
え
て
行
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
も
の
・

否
、
む
し
ろ
時
代
を
先
取
り
し
て
行
か
ね
ば
た
ら
な
い
二
本
柱
か
ら
な
っ
て
い
る
。
後
者
を
代
表
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
技
術
と
品

質
の
向
上
で
功
り
、
（
中
略
）
常
に
問
題
意
識
を
も
ち
、
変
化
に
適
応
す
る
人
間
・
企
業
に
た
る
こ
と
で
あ
る
。
：
・
…
温
故
知
新

謙
虚
な
姿
勢
で
古
き
も
の
を
た
ず
ね
、
そ
し
て
常
に
新
し
い
知
識
や
価
値
を
十
二
分
に
吸
収
出
来
る
矛
軟
た
頭
脳
、
様
々
な
価
値
観

に
対
し
て
、
正
し
く
物
を
見
、
考
え
、
人
に
接
し
、
行
動
す
る
姿
勢
で
あ
る
」

と
述
べ
、
家
訓
の
も
つ
「
二
つ
の
顔
」
の
性
格
を
強
調
し
、
商
い
の
勉
強
が
大
切
で
あ
り
、
温
故
知
新
、
伝
統
を
重
ん
じ
た
が
ら
、

そ
の
伝
統
の
上
に
「
時
代
を
先
取
り
す
る
」
創
造
的
商
法
を
採
用
し
得
る
人
問
の
教
育
と
確
保
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
・

経
営
者
と
し
て
実
に
、
銘
記
す
べ
き
教
訓
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
、

　
な
お
、
具
体
的
な
教
育
手
段
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
６
）

　
虎
屋
黒
川
家
「
捷
書
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
丁
稚
）

　
「
す
べ
て
手
代
、
小
供
に
至
る
ま
で
、
常
々
手
習
、
算
術
、
稽
古
等
に
相
励
み
、
勉
強
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
稽
古
や
勉
強
し

な
い
で
、
支
配
人
や
番
頭
に
昇
進
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
っ
て
よ
い
。
又
首
尾
よ
く
勤
め
揚
げ
て
別
家
（
の
れ
ん
分
け
）
し
て
も
・
読

　
　
　
　
　
そ
　
ろ
ぱ
ん

み
、
書
き
、
十
露
盤
が
出
来
な
げ
れ
ば
、
何
か
に
っ
げ
て
不
自
由
で
あ
り
、
難
儀
な
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
却
ち
・
奉
公
し
て

修
業
し
て
い
る
問
に
身
に
つ
げ
て
お
く
よ
う
努
力
す
る
事
で
あ
る
」

と
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
７
）

　
西
村
彦
兵
衛
家
の
「
家
訓
」
に
は
、

　
（
丁
稚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ろ
ぱ
ん

　
「
小
者
に
は
毎
晩
手
習
を
致
さ
せ
、
算
盤
を
教
え
る
事
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
８
）

　
安
田
多
七
家
の
「
店
規
」
に
は
、

　
「
子
息
、
店
員
に
は
余
暇
が
あ
れ
ば
読
書
さ
す
よ
う
に
す
る
こ
と
」

と
規
定
し
、
い
ず
れ
も
家
訓
や
店
規
の
中
で
、
優
秀
な
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
に
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
こ
と
に
「
企
業
づ
く
り
は
人
づ
く
り
」
で
あ
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
実
践
し
て
い
る
の
が
老
舗
の
経
営
で
あ
る
。
　
「
人
は
城
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
お

人
は
石
垣
、
人
は
堀
」
「
企
業
は
人
な
り
」
と
規
定
し
、
伝
統
の
良
さ
を
守
り
、
同
時
に
時
勢
の
流
れ
に
樟
を
さ
し
、
革
新
の
方
向

と
実
践
を
強
く
求
め
て
い
る
の
が
老
舗
の
家
訓
で
あ
り
、
今
に
な
お
幾
世
紀
も
生
き
抜
き
、
永
遠
の
生
命
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
の

が
老
舗
の
家
訓
の
真
の
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

む
　
す
　
び

　
思
う
に
京
都
は
、
日
本
の
文
化
的
遺
産
の
粋
を
ほ
ぼ
独
占
的
に
所
有
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
目
本
の
伝
統
文
化

の
土
壌
の
上
に
、
新
し
い
考
え
方
や
、
生
活
の
ス
タ
ィ
ル
を
創
造
し
、
こ
れ
を
守
り
育
て
て
、
従
来
の
日
本
文
化
に
絶
え
ず
自
已
革
新

の
息
吹
き
を
与
え
、
そ
こ
か
ら
更
に
新
し
い
文
化
の
創
造
を
繰
返
し
て
行
く
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
、
か
っ
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
京
都
と
い
う
土
壌
の
上
に
育
ち
、
何
百
年
と
い
う
長
い
歳
月
や
商
い
の
試
練
に
も
負
げ
ず
、
く
じ
げ
ず
に

今
目
ま
で
生
き
抜
い
て
来
た
数
多
く
の
老
舗
の
経
営
と
商
法
は
、
　
一
見
極
め
て
保
守
的
で
、
先
例
を
重
ず
る
「
守
り
の
経
営
と
商

法
」
で
、
新
販
賂
、
新
規
の
商
法
に
は
極
め
て
用
心
深
く
、
慎
重
で
あ
る
よ
う
に
の
み
見
え
勝
ち
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
長
い
歳
月

の
間
に
培
わ
れ
て
来
た
、
す
ぼ
ら
し
い
洞
察
力
、
未
来
へ
の
正
確
な
読
み
、
絶
え
ず
新
時
代
の
変
化
に
い
ち
早
く
順
応
し
て
行
く
柔

軟
性
を
も
ち
、
そ
の
上
に
長
い
商
い
の
歴
史
の
厚
味
を
加
重
し
て
、
常
に
革
新
的
た
経
営
や
商
法
を
創
造
し
、
伝
統
と
革
新
性
を
統

　
　
　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
（
六
六
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
（
六
六
六
）

合
し
て
、
更
に
進
歩
し
た
ア
イ
デ
ア
を
創
造
し
、
演
出
し
て
行
く
力
量
と
可
能
性
を
持
っ
て
、
生
き
つ
づ
げ
て
い
る
の
が
京
都
に
お

げ
る
、
老
舗
の
経
営
と
商
法
の
真
の
姿
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ
げ
に
京
都
商
人
は
、
か
か
る
老
舗
を
桝
に
し
て
お
り
、
他
国
の
商
人
に
比
べ
て
極
め
て
研
究
心
に
１
富
み
、
慎
重
な
経
営
で

あ
る
中
に
、
積
極
性
に
富
ん
だ
革
新
的
経
営
や
商
法
の
創
意
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
こ
れ
が
京
都
商
人
の
一
つ
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
今
日
、
京
都
が
て
日
本
に
お
げ
る
フ
ァ
ッ
シ
ヨ
ソ
都
市
」
だ
と
か
、
　
「
京
都
は
日
本
に
お
げ
る
パ
リ
ー
」
だ
と
か
、
称
せ
ら
れ
る

ゆ
え
ん
は
、
か
か
る
蓄
積
さ
れ
た
京
都
の
土
壌
の
上
に
育
っ
た
老
舗
の
経
営
や
商
法
を
核
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
湧
出
し
て
来
た
と
こ

ろ
の
歴
史
的
産
物
を
京
都
が
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
老
舗
は
こ
の
よ
う
に
、
保
守
的
守
成
の
商
法
と
経
営
と
、
革
新
的
進
取
の
商
法
と
経
営
の
二
つ
の
顔
を
も
っ
て
お
り
、
厳
し
い
風

雪
に
も
堪
え
抜
き
、
打
勝
っ
た
め
に
、
老
舗
の
家
業
を
支
え
る
と
こ
ろ
の
優
良
な
経
営
者
と
従
業
員
の
確
保
と
、
そ
の
養
成
に
絶
大

な
努
力
を
抵
っ
て
今
目
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
」
と
の
経
営
哲
学
の
上
に

立
っ
て
、
永
続
と
発
展
へ
の
道
を
、
　
「
温
故
知
新
」
の
手
法
で
、
企
業
を
経
営
し
、
商
い
の
道
に
励
ん
で
い
る
の
が
、
今
日
、
京
都

に
お
げ
る
老
舗
の
真
の
姿
な
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
ダ
イ
ヤ
モ
ソ
ド
杜
編
、
ド
ラ
ヅ
カ
ー
「
経
営
名
言
集
」

　
　
（
２
）
　
矢
谷
茂
野
家
蔵
「
家
訓
」
天
保
八
年
四
月

　
　
（
３
）
　
向
井
富
夫
家
蔵
「
家
内
諭
示
記
」
明
治
八
年
九
月

　
　
（
４
）
　
西
村
彦
兵
衛
家
蔵
「
家
訓
」
寛
政
四
年
九
月

　
　
（
５
）
　
前
掲
に
同
じ



（
６
）
　
矢
代
仁
兵
衛
家
蔵
「
定
め
」
宝
暦
八
年
三
月

（
７
）
　
広
池
千
九
郎
著
「
道
徳
科
学
の
論
文
」
二
七
〇
三
頁

（
８
）
　
千
切
屋
、
西
村
治
丘
ハ
衛
家
蔵
「
家
訓
」
延
享
二
年
正
月

（
９
）
　
柏
原
孫
左
衛
門
家
蔵
「
乍
偉
以
書
付
申
上
侯
」
寛
政
四
年
八
月

（
１
０
）
　
前
掲
に
同
じ

（
ｕ
）
　
前
掲
に
同
じ

（
１
２
）
　
井
上
彦
三
郎
（
美
濃
利
（
株
）
）
蔵
「
主
人
目
々
心
得
方
」
明
治
二
十
三
年
八
月

（
１
３
）
　
前
掲
に
同
じ

（
１
４
）
　
安
田
多
七
家
蔵
「
多
七
伝
」
明
治
二
十
七
年
五
月

（
１
５
）
　
安
田
多
七
家
蔵
「
家
憲
」
明
治
二
十
七
年
五
月

（
１
６
）
　
前
掲
に
同
じ

（
１
７
）
　
木
村
卯
丘
ハ
衛
家
蔵
「
先
祖
ヨ
リ
申
伝
在
之
家
法
定
」
明
治
十
一
年
二
月

（
１
８
）
　
柏
原
孫
左
衛
門
家
蔵
「
死
後
申
置
一
札
之
事
」
文
政
三
年
五
月

（
１
９
）
　
前
掲
に
同
じ

（
２
０
）
　
前
掲
に
同
じ

（
２
１
）
　
前
掲
に
同
じ

（
２
２
）
　
外
村
与
左
衛
門
家
蔵
「
規
則
書
」
明
治
初
年
正
月

（
２
３
）
　
前
掲
に
同
じ

（
２
４
）
　
湯
浅
祐
一
家
蔵
「
ケ
条
之
文
」
天
保
四
年
正
月

（
２
５
）
　
前
掲
に
同
じ

（
２
６
）
　
中
山
庄
三
郎
家
蔵
「
商
人
ノ
教
則
」
　
（
明
治
初
年
で
不
明
）

（
２
７
）
　
外
村
与
左
衛
門
家
蔵
「
改
正
作
法
記
」
明
治
十
六
年
六
月

（
２
８
）
　
湯
浅
祐
一
家
蔵
二
札
」
文
化
六
年
八
月

　
人
づ
く
り
こ
そ
企
業
づ
く
り
で
あ
る
（
足
立
）

三
三
（
六
六
七
）



（
２
９
）

（
３
０
）

（
３
１
）

（
３
２
）

（
３
３
）

（
３
４
）

（
３
５
）

（
３
６
）

（
３
７
）

（
３
８
）

（
３
９
）

（
４
０
）

（
４
１
）

（
４
２
）

（
４
３
）

（
４
４
）

（
４
５
）

（
４
６
）

（
４
７
）

（
４
８
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

外
村
与
左
衛
門
家
蔵
「
心
得
書
」
安
政
三
年
正
月

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
、
同
じ

西
川
甚
五
郎
家
蔵
「
観
定
之
事
」
明
治
二
年
十
二
月

柏
原
孫
左
衛
門
家
蔵
「
店
定
法
示
合
心
得
書
」
明
治
十
六
年
一
月

黒
川
光
朝
家
蔵
「
捷
書
写
」
　
（
不
明
、
江
戸
時
代
の
も
の
）

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
同
じ

ド
ラ
ヅ
カ
ー
著
「
経
営
者
の
条
件
」
ダ
イ
ヤ
モ
ソ
ド
杜
編
「
経
営
名
言
集
」

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
。
同
じ

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
同
じ

前
掲
に
。
同
じ

西
村
彦
丘
ハ
衛
家
蔵
「
家
訓
」
　
「
見
世
之
者
江
常
々
申
聞
せ
る
心
得
之
事
」
寛
政
四
年
九
月

安
田
多
七
家
蔵
「
店
観
」
明
治
四
十
三
年
一
月

三
四
（
六
六
八
）


