
【
講
演
録
】

峠
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る　

―
商
い
へ
の
旅
立
ち
―

宇
佐
美　

英
機

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
宇
佐
美
で
ご
ざ
い

ま
す
。今
年
の
史
料
館
秋
季
企
画
展
は
、「
胸
に
ふ
る
さ
と
心
で
商
い
―
近
江
の
商
人
、

旅
の
空
―
」
と
い
う
、
当
館
で
は
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
粋
な
名
称
で
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
私
の
講
演
題
も
、
こ
の
企
画
展
テ
ー
マ
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
と

無
い
知
恵
を
絞
っ
て
、「
峠
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る
―
商
い
へ
の
旅
立
ち
―
」
な
ど

と
つ
け
て
み
ま
し
た
。
羊
頭
狗
肉
な
お
話
に
な
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
許
し
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
企
画
展
は
N
P
O
法
人
た
ね
や
近
江
文
庫
と
の
共
催
で
行
っ
て

い
る
こ
と
は
、
ポ
ス
タ
ー
や
ビ
ラ
で
お
気
づ
き
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
実
は
史
料

館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
史
料
を
素
材
に
し
た
共
同
研
究
は
次
表
の
通
り
で
す
が
、
平

成
十
二
年
か
ら
の
こ
と
で
、
途
中
一
年
間
の
お
休
み
は
あ
る
も
の
の
、
本
年
に
至
る

ま
で
一
七
年
継
続
し
て
い
る
事
業
で
す
。
共
同
研
究
テ
ー
マ
も
原
則
と
し
て
近
江
商

人
や
近
江
社
会
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
私
が
共
同
研
究
者
の
受

け
入
れ
教
員
と
し
て
続
け
て
参
り
ま
し
た
が
、
す
で
に
経
済
学
部
を
定
年
退
職
し
ま

し
た
も
の
で
、
せ
っ
か
く
長
い
間
続
け
て
き
た
事
業
で
す
か
ら
、
一
つ
の
区
切
り
と

し
て
成
果
の
一
端
を
披
露
で
き
な
い
も
の
か
と
、
青
柳
館
長
や
史
料
館
ス
タ
ッ
フ
の

皆
さ
ん
が
秋
季
企
画
展
の
共
催
を
た
ね
や
近
江
文
庫
と
交
渉
し
て
下
さ
り
、
ご
協
力

の
も
と
に
こ
の
よ
う
な
企
画
展
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
史
料
館
や
た
ね

や
近
江
文
庫
、
な
ら
び
に
関
係
者
の
方
々
に
は
感
謝
の
念
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

今
回
の
企
画
展
に
お
い
て
展
示
さ
れ
て
い
る
多
く
の
パ
ネ
ル
資
料
は
、
共
同
研
究

で
利
用
し
た
史
料
や
分
析
を
加
え
て
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
近
江
商
家
の
も
の
で

す
。
も
っ
と
詳
し
く
そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
ご
興
味
を
抱
か
れ
た
方

は
、
共
同
研
究
一
覧
表
中
の
成
果
物
と
し
て
あ
げ
て
お
り
ま
す
論
文
な
ど
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
附
属
史
料
館
『
研
究
紀
要
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
は
、
滋
賀
大
学
の

Ｈ
Ｐ
か
ら
図
書
館
に
ア
ク
セ
ス
し
て
滋
賀
大
学
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
を
利
用
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
容
易
に
入
手
で
き
ま
す
の
で
、
お
手
す
き
の
折
に
試
み
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

初代塚本定右衛門旅商いの図（聚心庵所蔵）

峠
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る　

―
商
い
へ
の
旅
立
ち
―
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共同研究期間 研究テーマ 成果物

平成12年8月〜13年3月 近江国内商業史の研究
「近江風物詩　ものづくり近江商人」
作製。「日本赤十字社社員名鑑　第壱
編」データ入力（蒲生郡・神崎郡・愛知
郡）。

平成13年4月〜14年3月 近江国内商業史の研究（継続）

「近江風物詩　近江商人と地場産業」作
製。同上データ入力（大津市・犬上郡・
甲賀郡・高島郡）。宇佐美英機・川島民
親「近江商人川島宗兵衛家研究序説ー
その創業と経営活動-」（附属史料館『研
究紀要』35号）公刊。

平成14年4月〜15年3月 近江国内商業史の研究（継続）

「近江風俗詩　蒲生野の商人団　近江
商人誕生」作製。同上データベース作製

（滋賀郡・栗太郡・野洲郡・伊香郡・東
浅井郡）。「川島宗兵衛家文書」資料目録
刊行（『研究紀要』36号）

平成15年4月〜16年3月 近江商家の家訓・店則の現代的
意義の研究 「塚本定右衛門家文書」データ入力。

平成16年度 「NPO法人たねや近江文庫」設
立準備のため休止

平成17年6月〜18年3月 「近江商人」と「地商い商人」
の社会的営為に関する比較研究

「伊藤忠兵衛家文書」のうち奉公人（店
員）名簿データ入力（約300名分）。

平成18年4月〜19年3月 近江商家の奉公人と経営活動
上記名簿データの修正。桂浩子「伊藤長
兵衛商店の奉公人」（『研究紀要』40号）
公刊。

平成19年4月〜20年3月 近江商人史料と経営活動の研究 近江八幡「苗村家文書」の点検・修正。
近江商人家印の収集・整理。

平成20年4月〜21年3月 近江商人史料と経営活動の研究
（継続）

宇佐美英機編『伊藤長兵衛家文書目録』
（滋賀大学経済学部附属史料館）刊行。  
近江商人家印のデータ入力。

平成21年4月〜22年3月 伊藤長兵衛商店、川島宗兵衛家
の総合的研究

伊藤長兵衛商店棚卸帳・勘定帳簿によ
る資産増減データ入力。

平成22年4月〜23年3月 近江商人の総合的研究
伊藤長兵衛商店出店地籍・屋敷図の確
定。桂浩子「伊藤長兵衛商店の出店につ
いて」（『研究紀要』44号）公刊。

平成23年4月〜24年3月 川島宗兵衛家文書を用いた地域
経済・経営の実証研究

川島宗兵衛家取引先・取扱商品・数量
データ入力。

平成24年4月〜25年3月 川島宗兵衛家文書を用いた地域
経済・経営の実証研究（継続） 同　　上

平成25年4月〜26年3月 近江商人川島宗兵衛家経営の実
証研究

川島民親・桂浩子「近江商人川島宗兵
衛家の西国商い」（『研究紀要』47号）公刊。

平成26年4月〜27年3月 近江八幡市域の商家文書を通じ
てみる諸儀礼の研究

「苗村家文書」「西川伝右衛門家文書」
等、八幡商人の商家文書に見られる諸儀
礼データ入力。

平成27年4月〜28年3月 近江八幡市域の商家文書を通じ
てみる諸儀礼の研究（継続）

川島民親「枝郷塚本村独立宣言」、桂浩
子「近江八幡市域の商家にみる諸儀礼
について」（青柳周一ほか編『江戸時代
近江の商いと暮らしー湖国の歴史資料
を読むー』所載、おうみ学術出版会）

平成28年4月〜29年3月 近江商人の文書にみる旅の研究 桂浩子「近世・近代の史料にみる近江
商人の旅」（『研究紀要』50号）公刊。

平成29年4月〜30年3月 近世・近代の近江商人の暮らし
にみる日常と非日常

近江八幡商人の諸儀礼にかかるデータ
入力。

滋賀大学経済学部と(株)たねや、ＮＰＯ法人たねや近江文庫との共同研究の推移

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
一
号

二



　

さ
て
、
そ
れ
で
は
私
の
話
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
講
演
を
引
き
受
け

た
時
に
、
企
画
展
テ
ー
マ
に
則
し
て
ど
の
よ
う
な
話
を
用
意
し
た
ら
良
い
か
、
い
さ

さ
か
悩
み
ま
し
た
。と
い
う
の
は
、私
は
、経
済
学
部
で
長
い
間
「
近
江
商
人
経
営
論
」

の
授
業
を
担
当
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
お
い
て
は
、
近
江
商
人
発
生

説
や
近
江
商
人
の
商
い
方
法
、
あ
る
い
は
奉
公
人
の
問
題
な
ど
を
中
心
に
講
義
し
て

き
ま
し
て
、
旅
の
道
中
の
話
と
か
に
つ
い
て
は
、
取
り
立
て
て
話
を
し
た
こ
と
が
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
自
分
が
本
格
的
に
研
究
に
取
り
組
ん
だ
際
に
、
近
江

商
人
研
究
史
の
端
緒
と
も
い
え
る
井
上
政
共
編
述
『
近
江
商
人
』
を
読
む
こ
と
か
ら

始
め
た
こ
と
に
鑑
み
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
書
物
を
読
み
直
し
て
み
ま
し
た
。
初
心
に

か
え
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
書
物
は
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
岩
手
県
士
族
で
あ
っ
た
井
上

が
「
近
江
国
の
商
人
に
し
て
、
既
に
黄
泉
の
客
と
な
り
し
商
人
を
始
め
、
現
社
会
に

生
存
競
争
し
て
、
活
溌
に
商
機
を
進
む
る
商
人
の
事
跡
を
著
」
し
た
も
の
で
す
。
取

り
あ
げ
ら
れ
た
商
人
は
、
近
江
八
幡
の
書
肆
、
松
桂
堂
主
人
西
川
勝
助
が
三
年
以
前

か
ら
計
画
し
て
集
め
た
史
料
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。「
書
籍
等
よ
り
探
り

索
め
し
材
料
」
で
は
な
く
一
次
史
料
を
収
集
し
て
執
筆
し
た
の
で
「
確
実
正
明
を
務

め
、
敢
て
事
実
を
失
は
ざ
る
な
り
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
資
本
主
義
経
済
の

「
進
化
の
絶
間
な
き
世
の
中
に
、
国
家
経
済
の
地
盤
た
る
、
商
業
に
従
事
す
る
者
は
、

分
け
て
も
既
往
及
び
現
在
の
商
業
家
が
、
焦
心
苦
慮
、
忍
耐
勤
勉
の
末
、
労
力
の
報

酬
と
し
て
、
遂
に
立
身
出
世
し
た
る
、
事
跡
を
参
考
と
な
す
の
必
要
あ
り
、
故
に
其

時
代
と
其
商
人
の
事
跡
と
を
衡
量
し
、
早
く
も
商
機
の
存
す
る
所
を
看
破
し
て
、
今

日
の
時
代
に
投
合
し
、
資
本
、
真
実
、
迅
速
の
三
名
詞
を
活
用
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

‥
‥
「
左
れ
ば
商
業
家
及
び
商
業
翼
賛
家
に
し
て
、
遠
く
過
去
の
事
跡
を
探
り
、
遙

か
に
未
来
の
成
行
を
慮
る
は
、
必
竟
現
在
商
業
社
会
の
隆
盛
を
計
る
が
為
め
に
あ
ら

ざ
る
は
な
し
」
と
も
記
し
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
に
お
い
て
、
商
業
に
従
事
す
る
商
人
の
重

要
性
を
説
き
、
立
身
出
世
を
遂
げ
た
近
江
商
人
を
顕
彰
す
る
意
志
が
反
映
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、
本
書
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
五
〇
人
に
加
え
て
さ
ら
に
五
〇
人
、
計

一
〇
〇
人
の
伝
を
編
む
べ
く
史
料
収
集
が
続
け
ら
れ
た
の
で
す
が
、
明
治
四
十
三
年

に
八
幡
商
業
学
校
の
同
窓
組
織
で
あ
る
近
江
尚
商
会
に
版
権
と
と
も
に
収
集
史
料
も

譲
ら
れ
、
同
校
の
創
立
二
五
周
年
記
念
の
出
版
物
と
し
て
平
瀬
光
慶
編
『
近
江
商
人

　

全
』
が
翌
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
は
、
一
部
の
人
の
出
入
り

を
伴
い
な
が
ら
も
六
七
人
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
人
物
も
配
布
資

料
に
付
け
加
え
て
お
り
ま
す
の
で
ご
参
照
下
さ
い
。

　

こ
れ
ら
の
両
書
は
、
近
江
商
人
の
研
究
を
す
る
に
際
し
て
最
も
古
典
的
で

基
礎
的
な
文
献
で
し
て
、
史
料
館
の
常
設
展
示
コ
ー
ナ
ー
に
出
陳
し
て
い
る

一
八
三
〇
、四
〇
年
代
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
当
時
の
近
江
商
人
の

番
付
表
で
あ
る
「
湖
東
中
郡
日
野
・
八
幡
在
々
持
余
家
見
立
角
力
」
と
と
も
に
、
今

な
お
斯
学
に
お
い
て
光
彩
を
放
っ
て
い
ま
す
。
二
二
〇
名
の
近
江
商
人
の
名
前
が
記

さ
れ
た
番
付
表
も
お
手
元
に
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
随
分
前

に
翻
刻
し
た
の
で
す
が
、
一
部
誤
読
・
誤
植
が
ご
ざ
い
ま
す
。
翻
刻
当
時
は
夏
の
暑

い
時
で
、
文
字
が
小
さ
く
て
虫
眼
鏡
で
の
ぞ
き
込
み
な
が
ら
作
業
を
し
た
も
の
で
、

途
中
で
吐
き
気
を
催
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
ん
な
苦
労
に
免
じ
て
、
誤
読
・
誤
植
を

訂
正
し
な
い
ま
ま
に
い
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
ま
す
。

　

さ
て
、『
近
江
商
人
』
の
一
覧
表
に
は
「
今
人
」
の
部
が
あ
る
よ
う
に
、
明
治
期

の
商
人
も
取
り
あ
げ
て
い
る
な
ど
、
現
在
の
研
究
に
お
い
て
は
近
江
商
人
を
「
近
江

国
に
本
宅
（
本
店
・
本
家
）
を
お
い
て
他
国
稼
ぎ
を
し
た
商
人
」
と
定
義
づ
け
、
近

世
商
人
の
一
類
型
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
定
義
か
ら
は
は
ず
れ
る
商
人
も
取
り

峠
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る　

―
商
い
へ
の
旅
立
ち
―
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あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
歴
代
の
数
え
方
に
間
違
い
も
あ
る
の
で
す
が
、
今
回
は

触
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
取
り
あ
え
ず
は
一
覧
表
に
取
り
あ
げ
た
商
人
の
な
か
か
ら
、

企
画
展
の
主
題
に
則
し
て
「
峠
の
向
こ
う
」
へ
の
「
旅
商
い
」
の
様
子
を
記
す
三
名

の
人
物
を
取
り
あ
げ
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　

◯
中
村
治
兵
衛  

二
代
目
治
兵
衛
・
・
・
一
七
四
〇
年
代
頃

　
　

 　

あ
る
日
つ
ら
つ
ら
思
ふ
様
、農
に
は
時
あ
り
て
応
分
の
暇
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

土
地
の
公
益
を
図
り
、
ま
た
名
を
挙
げ
家
を
興
す
に
は
、
他
国
に
出
で
て
盛
ん

に
商
業
を
営
む
に
し
か
ず
と
心
を
定
め
、
己
が
製
造
せ
し
麻
布
を
携
え
、
慣
れ

し
村
里
を
離
れ
つ
つ
信
濃
地
方
へ
赴
き
て
販
売
せ
り
、
世
に
云
う
近
江
布
は
こ

の
時
に
始
ま
り
し
と
が
、
か
く
て
帰
国
の
際
に
は
信
州
及
び
上
州
産
の
麻
を
買

入
れ
来
た
り
、
そ
の
繰
方
と
織
方
に
多
年
刻
苦
経
験
し
て
販
売
に
怠
り
な
か
り

し
か
は
、
家
い
よ
い
よ
繁
昌
し
、
出
る
も
の
は
商
品
の
み
、
入
る
も
の
は
貨
宝

の
み
、
こ
こ
に
そ
の
事
業
の
有
益
な
る
成
跡
を
見
る
に
至
れ
り
、
こ
れ
ぞ
中
村

家
持
ち
下
り
商
業
の
起
こ
れ
る
始
め
な
り

　
　
　

◯
塚
本
定
右
衛
門

　
　

 　

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
十
九
歳
の
春
を
迎
え
、
こ
れ
よ
り
旅
商
の
業
を
営

ま
ん
と
し
て
思
ふ
様
、
旅
商
の
業
を
営
む
に
は
先
ず
諸
国
の
商
況
を
視
ざ
る
べ

か
ら
ず
と
、
金
五
両
を
資
本
と
し
て
小
町
紅
を
買
い
入
れ
、
こ
れ
を
鬻
ぎ
つ
つ

遠
く
陸
奥
の
国
に
赴
け
り

　
　

 　

文
化
十
年
、
甲
斐
の
国
甲
府
に
至
り
、
高
橋
某
の
裏
土
蔵
を
借
り
受
け
、
こ

こ
に
始
め
て
商
業
の
基
を
開
き
、
一
首
を
詠
ぜ
り
、
そ
の
歌
に

　
　

か
せ
か
す
に
ふ
ら
ふ
ら
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
、
一
文
銭
も
た
の
む
身
な
れ
は

　
　
　

◯
川
島
又
兵
衛　

天
保
年
間
（
一
八
三
〇
～
一
八
四
三
）

　
　

 　

あ
る
日
木
曾
街
道
を
通
り
宿
を
重
ね
て
碓
氷
峠
に
差
し
掛
か
り
、
一
人
の
連

れ
人
を
伴
い
互
い
に
十
貫
目
程
の
重
荷
を
担
う
て
登
り
け
り
、
か
く
て
こ
の
日

は
土
用
の
半
ば
に
て
暑
気
も
っ
と
も
劇
し
き
時
な
れ
ど
も
・
・
・（
連
れ
人
）

吾
れ
つ
ら
つ
ら
想
う
に
・
・
・
か
か
る
嶮
岨
な
る
山
路
を
暑
さ
も
構
わ
ず
重
荷

を
担
い
、
か
か
る
苦
労
を
せ
ん
よ
り
は
い
っ
そ
百
姓
と
な
り
て
鎌
や
鍬
を
持
ち

て
農
事
に
従
う
か
よ
ろ
し
け
れ
と
か
こ
ち
し
か
ば
、
又
兵
衛
は
・
・
・
こ
の
位

の
嶮
岨
な
る
山
が
五
つ
も
六
つ
も
あ
り
し
な
ら
ば
、
却
っ
て
大
な
る
金
儲
け
な

り
、
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
位
の
山
が
た
だ
一
つ
有
り
て
す
ら
俄
に
商
人
を
止
め
て

百
姓
に
な
り
た
し
と
願
ふ
程
の
こ
と
な
れ
ば
、
も
し
幸
い
に
し
て
か
か
る
嶮
山

が
五
つ
も
六
つ
も
あ
る
な
ら
ば
、
誰
一
人
と
し
て
こ
の
信
州
の
地
に
入
り
込
み

て
商
売
す
る
者
な
か
る
べ
し
、
か
か
れ
ば
吾
れ
独
り
踏
み
入
り
て
盛
ん
に
商
い

し
、
濡
れ
手
で
粟
の
つ
か
み
取
り
、
こ
こ
に
数
多
の
金
を
儲
け
、
子
供
や
孫
の

時
代
に
は
天
晴
れ
ひ
と
か
ど
の
豪
商
と
な
り
、
末
永
く
川
島
家
を
栄
え
し
め
ん

と
思
ふ
な
れ
ば
、
か
か
る
嶮
山
の
五
つ
六
つ
な
か
り
し
こ
と
を
憾
（
う
ら
）
む

な
り
・
・
・

　

ま
ず
中
村
治
兵
衛
で
す
が
、
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
注
目
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。
こ
の
二
代
中
村
治
兵
衛
は
、巷
間
で
は
彼
が
書
い
た
「
宗
次
郎
幼
主
書
置
」

が
「
三
方
よ
し
」
精
神
の
原
典
だ
と
す
る
言
説
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
い
さ
さ

か
後
知
恵
の
よ
う
な
説
明
で
問
題
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
論
文
で
批
判
し
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
傍
線
の
叙
述
に
は
、
近
江
商
人
が
商
業
活
動
を
始
め
る
動
機

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
一
号
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が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
治
兵
衛
は
、
農
業
は
一
年
中
従
事
で
き
る
仕
事
で
は
な
い
た

め
、
田
畑
か
ら
さ
ら
な
る
「
公
益
」
を
は
か
る
た
め
、
ま
た
「
名
を
挙
げ
家
を
興
す
」

た
め
に
は
、「
他
国
稼
ぎ
」
を
す
る
の
が
一
番
だ
と
考
え
、
麻
布
を
信
濃
地
方
へ
持

ち
下
り
販
売
し
、
復
路
で
上
州
産
の
麻
を
買
い
入
れ
た
、
す
な
わ
ち
「
の
こ
ぎ
り
商

い
」
を
し
成
功
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

農
閑
余
業
と
し
て
商
業
に
乗
り
出
す
こ
と
は
、
農
業
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
た

め
に
商
業
活
動
を
始
め
た
と
説
明
し
て
い
た
、
近
江
商
人
発
生
説
の
一
つ
で
あ
る

「
農
民
困
窮
説
」な
の
で
す
が
、治
兵
衛
の
場
合
は
生
活
苦
で
は
な
く
「
土
地
の
公
益
」

を
考
え
た
こ
と
と
、
一
方
で
「
名
を
挙
げ
家
を
興
す
」
と
い
う
名
誉
と
財
産
を
得
る

こ
と
が
創
業
の
動
機
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
土
地
の
公
益
」
と
は
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
意
味
な
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
ん
に
「
私
益
」
の
増
進
で
は

な
く
、「
公
」
に
供
し
う
る
利
益
を
求
め
る
こ
と
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
少
な
く
と

も
農
業
よ
り
も
商
業
が
産
を
な
す
に
は
有
効
な
手
段
な
の
だ
と
考
え
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

塚
本
定
右
衛
門
―
番
付
表
で
は
紅
屋
定
右
衛
門
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
―
も
ま
た
旅

商
い
を
始
め
る
の
で
す
が
、
彼
は
第
一
に
「
諸
国
の
商
況
を
視
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と

考
え
ま
し
た
。
各
地
の
市
況
を
調
査
す
る
こ
と
、
各
地
の
商
品
の
需
要
・
供
給
の
状

況
を
自
ら
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
自
ら
が

歩
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
情
報
を
収
集
す
る
姿
は
、
多
く
の
近
江
商
人
に
共
通
す

る
こ
と
で
し
た
。
今
回
の
企
画
展
示
で
は
、
出
店
所
在
他
へ
往
復
す
る
商
人
と
そ
の

経
路
を
記
し
た
パ
ネ
ル
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
旅
路
は
、
す
で
に
出
店
を
開
く
ほ

ど
に
成
功
し
た
商
人
の
旅
で
あ
り
、
立
ち
寄
る
先
に
は
名
所
・
旧
跡
、
神
社
仏
閣
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
物
見
遊
山
の
旅
と
間
違
わ
れ
か
ね
な
い
の
で
す
が
、
そ

れ
も
ま
た
情
報
収
集
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、

創
業
期
に
お
い
て
は
ひ
た
す
ら
額
に
汗
し
て
営
業
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
物
見
遊
山

は
副
次
的
な
も
の
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

お
手
元
の
画
像
を
ご
覧
願
い
ま
す
。
東
近
江
市
五
個
荘
川
並
に
現
存
す
る
「
聚
心

庵
」
の
地
を
本
宅
と
し
て
い
た
塚
本
定
右
衛
門
の
創
業
期
の
旅
商
い
の
姿
を
描
い
た

も
の
で
す
。
定
右
衛
門
が
軒
端
に
下
が
る
風
鈴
を
眺
め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
詠

ん
だ
一
句
は
、「
稼
が
ず
に
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
云
々
」
で
し
た
。
こ
の

肖
像
画
は
、
一
所
懸
命
商
売
に
励
む
こ
と
を
自
省
す
る
姿
で
し
た
。
も
っ
と
も
、
風

鈴
は
そ
の
時
に
風
に
吹
か
れ
て
鳴
っ
て
も
い
た
の
で
す
が
、
定
右
衛
門
さ
ん
に
は

「
稼
げ
稼
げ
稼
げ
ば
金
が
生
ま
る
」
と
聞
こ
え
た
そ
う
で
す
。
普
通
の
人
で
あ
れ
ば
、

風
鈴
が
風
に
揺
ら
れ
て
妙
な
る
音
を
響
か
せ
、
そ
れ
を
聞
い
て
夏
の
暑
さ
を
凌
ぐ
一

助
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
風
鈴
に
と
っ
て
は
言
い
が
か
り
の
よ
う
な
、
え
ら
い

迷
惑
な
評
価
で
身
も
蓋
も
な
い
話
で
す
が
、
旅
商
い
を
始
め
た
ば
か
り
の
商
人
に

と
っ
て
は
、
自
ら
を
戒
め
る
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

川
島
又
兵
衛
の
事
例
は
、
ま
さ
し
く
嶮
岨
な
峠
道
が
自
分
だ
け
で
な
く
子
孫
・
末

裔
ま
で
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
も
の
と
自
覚
し
た
も
の
で
す
。
嶮
岨
な
峠
の
向
こ
う
に

は
、
ま
だ
誰
も
商
人
が
入
り
込
ん
で
い
な
い
、
す
な
わ
ち
誰
の
商
圏
も
確
立
し
て
い

な
い
可
能
性
が
あ
る
土
地
で
あ
る
こ
と
を
喜
ぶ
の
で
す
。

　
「
近
江
泥
棒
、
伊
勢
乞
食
」
と
は
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
頃
に
は
成
立
し
て
い
た

俚
諺
で
す
が
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
異
な
っ
た
も
の
が
あ
る
も
の
の
、
泥
棒
は
人

の
気
付
か
な
い
機
会
を
見
計
ら
っ
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
類
い
だ
と
す
れ
ば
、
未

開
拓
の
市
場
を
切
り
拓
く
こ
と
に
よ
っ
て
商
圏
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
近
江
商
人
の

姿
を
隠
喩
と
し
て
表
現
し
て
い
る
と
理
解
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

　

川
島
又
兵
衛
が
同
道
者
に
語
る
話
は
、
見
知
ら
ぬ
地
に
こ
そ
富
の
源
泉
が
あ
る
の

峠
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る　

―
商
い
へ
の
旅
立
ち
―

五



で
は
な
い
か
と
、
冒
険
心
を
持
っ
て
旅
商
い
に
踏
み
出
し
た
近
江
商
人
を
彷
彿
さ
せ

る
も
の
で
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
ま
で
お
話
し
し
た
三
人
の
商
人
は
、
あ
る
意
味
で
成
功
者
で
あ
る
が

故
に
後
世
に
ま
で
名
を
残
し
、
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
一
覧
表
の
「
特

徴
」
欄
に
書
か
れ
て
い
る
人
物
評
価
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
明
治
期
の
価
値
観
に

基
づ
い
て
い
ま
す
か
ら
、
文
字
通
り
に
受
け
と
め
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、
そ
ん

な
に
史
実
か
ら
遠
い
こ
と
で
も
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
商
売
に

失
敗
し
た
人
物
の
事
例
は
、
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
成
功
者
の
事
例

だ
け
で
話
を
済
ま
せ
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
神
崎
郡
簗
瀬
村
の
猪
田

清
八
さ
ん
の
事
例
も
取
り
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
文
や
「
五
個
荘
町
史
」
近
世
編
で
も
書
い
た

の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
青
柳
さ
ん
た
ち
が
編
集
さ
れ
た
『
江
戸
時
代
近
江
の

商
い
と
暮
ら
し
』（
お
う
み
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
拙

稿
「
離
島
で
果
て
る
―
あ
る
商
人
の
軌
跡
―
」を
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

清
八
さ
ん
は
罪
を
得
て
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
十
二
月
、
壱
岐
島
に
遠
島
に
な

り
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
五
月
に
彼
の
地
で
五
六
年
の
生
涯
を
遂
げ
た
人
物
で

す
。
流
罪
に
な
る
前
は
簗
瀬
村
の
横
目
を
務
め
る
傍
ら
丹
後
・
丹
波
・
大
坂
に
得
意

先
を
も
ち
商
い
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
流
罪
先
の
壱
岐
島
で
も
到
着
当
初
に
は
、

島
内
で
小
商
い
を
す
る
意
思
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
古
里
か
ら
小
間
物
類
の
商
品
を
送

る
よ
う
に
と
連
絡
し
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
早
い
時
期
に
赦
免
に
な
っ
て
故
郷
へ

戻
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
壱
岐
島
か
ら
の
便
り
に
は
、
残
さ
れ
た
家
族
や

商
売
に
関
し
て
細
々
と
し
た
指
示
や
意
見
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
限
り
で
遠
島

に
な
っ
て
も
、
当
初
は
意
気
軒
昂
で
過
ご
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
島
流
し
に
な
っ
て
い
る
間
に
妻
や
長
男
・
次
男
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を

知
る
こ
と
に
な
り
、
自
ら
も
病
を
得
て
一
緒
に
遠
島
と
な
っ
て
い
た
仲
間
の
看
病
を

受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
早
い
時
期
に
赦
免
さ
れ
て
帰
国
で
き
る
だ
ろ

う
と
い
う
淡
い
期
待
も
実
現
が
難
し
い
こ
と
を
覚
悟
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。

気
力
・
体
力
の
衰
え
が
次
第
に
募
り
、こ
の
世
を
去
る
時
が
忍
び
寄
っ
て
き
ま
し
た
。

資
料
の
猪
田
清
八
の
項
に
掲
げ
た
文
章
は
、
清
八
が
亡
く
な
る
直
前
に
認
め
ら
れ
た

と
推
測
さ
れ
る
二
通
の
手
紙
の
抜
粋
で
す
（
手
紙
は
前
掲
「
離
島
で
果
て
る
―
あ
る

商
人
の
軌
跡
―
」
で
翻
刻
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
）。

　

こ
こ
で
彼
が
認
め
て
い
る
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
の
近
江
商
人
研
究
で
も
注
目
さ
れ

て
き
た
こ
と
に
再
考
を
迫
る
も
の
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
創
業
な
い
し
働
く
こ
と
の
動
機
付
け
の
問
題
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

に
お
い
て
は
、
近
江
商
人
の
経
営
理
念
と
し
て
「
高
利
望
み
申
さ
ず
」
と
か
「
売
り

て
悔
や
む
」
と
い
っ
た
店
法
規
定
を
前
提
に
し
て
、「
利
益
の
た
め
の
利
益
を
求
め

て
は
い
け
な
い
」「
買
い
占
め
、
売
り
惜
し
み
な
ど
の
正
路
で
は
な
い
商
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
高
潔
な
倫
理
観
を
評
価
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

が
成
功
者
が
認
め
た
店
法
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
も
う
少
し
留
意
す
べ

き
だ
と
教
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
顕
著
な
こ
と
は
、
清
八
が
「
わ
れ
ら
若
き
時
、
金

は
こ
の
世
の
宝
な
り
」
と
い
う
思
い
で
働
い
た
と
い
う
、正
直
な
思
い
の
吐
露
で
す
。

と
に
か
く
も
お
金
を
稼
い
で
豊
か
に
な
り
た
い
、
と
い
う
思
い
が
働
く
―
他
国
稼
ぎ

を
す
る
―
こ
と
が
第
一
の
動
機
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

何
と
正
直
な
発
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
三
人
の
商
人
も
ま
た
、

お
金
を
儲
け
て
豊
か
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
他
国
稼
ぎ
に
出
た
は
ず
で
す
。
そ
の
際

は
「
私
益
」
の
こ
と
し
か
考
え
て
お
ら
ず
、「
公
益
」
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
自
覚
的

で
あ
っ
た
の
か
は
疑
問
な
の
で
す
。
先
に
中
村
治
兵
衛
さ
ん
が
「
土
地
の
公
益
」
に

つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
明
治
期
に
お
い
て
井
上
政
共
が
評
価
し
た
こ
と
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で
あ
り
、
二
代
目
治
兵
衛
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

嶮
岨
な
峠
を
越
え
、
あ
る
い
は
海
難
の
恐
れ
が
高
い
海
を
渡
り
旅
商
い
を
始
め
た

創
業
者
は
、
お
そ
ら
く
は
「
金
は
こ
の
世
の
宝
」
だ
と
思
っ
て
額
に
汗
し
て
頑
張
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
創
業
者
が
年
老
い
、
蓄
積
し
た
資
産
を
次
代
に
継
承
さ
せ
よ

う
と
思
い
始
め
た
時
、
そ
の
思
い
を
口
頭
で
は
な
く
、
店
法
の
制
定
と
い
う
文
字
化

し
た
形
で
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、「
お
金
儲

け
を
し
た
い
」
と
い
う
ま
っ
た
く
私
的
な
利
益
追
求
観
は
、
働
く
こ
と
の
動
機
付
け

と
し
て
認
め
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。人
は
時
と
し
て
、こ
の
よ
う
な
人
々

を
「
我
利
我
利
亡
者
」
で
あ
る
と
か
「
守
銭
奴
」
と
い
っ
た
言
葉
で
蔑
み
が
ち
で
す

が
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
人
が
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
私
欲
を
満
た

す
こ
と
が
経
済
発
展
の
基
礎
要
因
だ
と
い
う
原
理
も
ま
た
、
そ
こ
に
見
て
お
く
必
要

が
あ
る
の
で
す
。

　

一
方
で
清
八
が
、
お
金
と
い
う
も
の
は
「
命
な
け
れ
ば
い
ら
ぬ
物
」
だ
と
悟
っ
た

こ
と
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
近
江
商
人
の
精
神
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
利

益
の
た
め
の
利
益
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
、
商
売
で
得
た
利
益
は
社
会
へ
還
元
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
す
。
そ
れ
ら
は
多
く

の
商
家
の
店
法
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
、
近
江
商
人
を
研
究
す
る
者

に
と
っ
て
は
周
知
の
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
清
八
さ
ん
の
心
模
様
に
則
し
て
言
う
な
ら
ば
、
若
い
時
、
あ
る
い
は
創

業
時
に
は
お
金
儲
け
を
し
て
豊
か
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
働
く
と
し
て
も
、
財
産
が

増
え
る
に
従
っ
て
、
正
路
な
商
い
を
身
に
つ
け
、
利
益
の
み
を
追
求
す
る
の
で
は
な

く
、
世
間
に
役
立
つ
こ
と
も
考
え
る
よ
う
な
価
値
観
・
行
動
規
範
を
身
に
つ
け
、
健

康
に
留
意
し
て
過
ご
す
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
だ
と
い
う
、
心
の
高
見
に
達
す
る

こ
と
が
近
江
商
人
と
し
て
後
世
も
評
価
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
創
業
か
ら
致
富
に
至
る
過
程
で
は
、
欲
心
を
止
揚
す
る
努

力
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
清
八
さ
ん
が
門
徒
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
を
頼
み
極
楽
参
り
す
る
こ
と
を
希

求
し
て
い
る
様
子
も
判
明
し
ま
す
。
斯
学
に
お
い
て
も
、
ま
た
巷
間
に
お
い
て
も
、

近
江
商
人
が
成
功
し
た
要
因
と
し
て
、
信
仰
心
が
強
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
話
も
よ

く
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
信
仰
心
の
強
弱
や
有
無
と
商
人
と
し
て
成
功
す
る

こ
と
と
は
、
別
の
話
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
た
ま
た
ま
名
を
残
し
た
近
江
商
人

達
の
多
く
が
、
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
門
徒
で
あ
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
の
間
に
因

果
関
係
を
相
即
的
に
認
め
る
の
は
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
資
本
主
義
の
精
神
」
に

引
き
つ
け
ら
れ
た
解
釈
だ
と
思
い
ま
す
。

　

清
八
さ
ん
が
語
る
こ
と
に
注
視
す
る
な
ら
ば
、
商
業
行
為
を
行
う
日
常
生
活
の
な

か
で
、
法
義
・
法
話
を
聞
く
環
境
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
な
の

で
し
ょ
う
。
近
江
商
人
の
店
法
に
も
神
仏
に
対
す
る
信
仰
を
勧
奨
す
る
条
文
を
備
え

た
例
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
に
僧
侶
を
招
い
て
法
義
・
法
話
を
聞

く
会
や
寺
社
へ
参
詣
す
る
機
会
を
設
け
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
さ
ほ
ど
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
清
八
さ
ん
が
金
剛
堅
固
な
信
仰
心
に
達
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
如
来
の
導
き
を
祈
ら
ざ
る
え
な
い

環
境
を
嘆
じ
て
い
る
の
は
、
商
業
活
動
と
信
仰
心
の
関
わ
り
を
評
価
す
る
上
で
も
、

貴
重
な
証
言
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
江
商
人
が
他
地
域
の
商
人
と
ど
の
よ
う
な
点
が
異
な
る
の
か
、
何

が
独
特
な
点
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
私
が
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
の
間
強
調
し
て

説
い
て
き
た
こ
と
は
、「
立
身
・
出
世
」
観
の
問
題
で
す
。
近
江
商
人
の
店
法
に
は
、

主
人
が
奉
公
人
に
対
し
て
「
立
身
・
出
世
」
す
る
こ
と
を
鼓
舞
す
る
と
い
う
か
、
義

務
化
し
て
い
る
よ
う
な
条
文
を
も
つ
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
他
地
域
の
商
家
に
は

峠
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る　

―
商
い
へ
の
旅
立
ち
―
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ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
三
井
家
や
住
友
家
に
は
一
時
期
に
立
身
・
出
世
の
用
語

を
と
も
な
う
店
法
が
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
一
国
内
で
多
数
の
商
家
が
奉
公
人
に
立

身
・
出
世
す
る
こ
と
を
求
め
る
店
法
は
、
他
国
で
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
店

法
は
、
家
名
・
家
産
・
家
業
を
形
成
し
た
者
が
、
次
代
へ
そ
れ
ら
を
継
承
さ
せ
る
意

志
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
作
成
さ
れ
た
時
点
で
経
営
が
守
旧
的
・
保
守
的
に

な
る
こ
と
を
一
面
で
は
示
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
省
き
ま
す
が
、
近
江
国
に
お
い
て
は
「
立
身
」
と
は
店
内
の
職
位
を
昇
進

し
て
番
頭
・
支
配
人
に
至
る
過
程
で
あ
り
、「
出
世
」
と
は
別
家
と
な
っ
て
独
立
自

営
業
と
な
る
か
、
通
勤
別
家
と
し
て
終
生
、
主
家
に
勤
務
し
て
相
談
役
的
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
で
し
た
。
別
家
に
な
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
一
割
の
奉

公
人
だ
け
が
到
達
で
き
る
だ
け
で
し
た
が
、
主
家
と
擬
制
的
な
家
族
関
係
と
な
り
親

戚
づ
き
あ
い
を
し
て
も
ら
え
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
奉
公
人
に
と
っ
て
最
大
の
名
誉
で

あ
り
、
目
標
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

た
だ
、
立
身
・
出
世
す
る
た
め
に
は
、
辛
抱
や
世
間
の
艱
難
、
有
意
義
な
金
銭
の

遣
い
方
を
知
り
、
自
助
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
上
で
「
天
」
の

冥
加
・
配
剤
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
し
た
。
自
分
で
は
努
力
し
た
つ
も
り
で
も
、
最

後
は
「
天
」
と
い
う
不
可
知
な
存
在
に
規
制
さ
れ
る
の
で
す
。
実
際
は
主
人
に
よ
る

評
価
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
主
人
に
よ
る
好
き
嫌
い
や
判
断
で
は
な
く
客
観
的

な
決
定
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
は
、「
天
」
の
存
在
を
借
ら
ざ
る
を
得
な
い
時
代
で

し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
立
身
・
出
世
の
道
程
は
、
一
方
で
商
業
技
法
に
習
熟
し
、
他
方
で
倫

理
道
徳
を
高
め
る
努
力
が
必
要
で
し
た
。
そ
し
て
、
成
功
し
て
財
を
な
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
一
代
限
り
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
近
江
国
内
で
は
近
江
商
人
と
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
に
ご
紹
介
し
た
近
江
商
人
の
番
付
表
は
史

料
館
の
常
設
展
示
ケ
ー
ス
に
出
陳
し
て
い
ま
す
が
、
二
〇
〇
名
を
超
え
る
人
物
に
す

べ
て
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
最
も
高
い
評
価
・
家
格
だ
と
認

定
さ
れ
た
商
家
は
打
出
の
小
槌
に
宝
印
が
入
っ
た
も
の
で
す
が
、最
下
位
に
は
「
宝
」

印
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
上
位
の
印
を
付
さ
れ
た
商
人
は
六
名
で
、
全
体
の
わ

ず
か
三
％
に
満
た
な
い
数
字
と
な
り
ま
す
。
こ
の
家
々
は
た
ん
に
資
産
の
多
寡
だ
け

で
評
価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
正
野
玄
三
家
の
よ
う
に
資
産
は
少
な
く
と
も

当
家
が
創
案
し
た
合
薬
な
く
し
て
は
日
野
商
人
の
致
富
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
別

格
の
家
と
し
て
そ
の
名
望
が
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
方
で
「
宝
」
印
が
付
け

ら
れ
た
二
名
の
名
前
は
住
所
表
示
さ
れ
た
番
付
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
宝
」印
は
「
大

金
を
つ
か
ひ
一
代
栄
花
に
て
楽
ミ
き
た
る
印
」
で
あ
り
、
卑
近
な
言
葉
を
使
え
ば
成

金
の
人
達
で
し
た
。
ま
た
、
住
所
・
名
前
が
記
さ
れ
た
商
人
に
付
さ
れ
た
印
を
検
討

す
る
と
、
た
ん
に
家
産
の
大
小
だ
け
で
な
く
「
家
久
」
し
い
人
物
が
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
何
代
に
も
わ
た
っ
て
家
が
相
続
さ
れ
る
こ

と
が
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
商
家
の
歴
代
は
、
残
さ
れ
た
史
料
に
よ
れ

ば
災
害
時
に
お
け
る
窮
民
救
恤
や
地
縁
・
職
縁
の
あ
る
土
地
の
神
社
仏
閣
へ
の
寄
進

な
ど
、
私
費
を
投
じ
て
世
間
ヘ
の
貢
献
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ

れ
は
「
私
益
」
の
み
の
追
求
で
は
な
く
、
得
た
利
益
を
世
間
に
還
元
し
地
域
復
興
に

貢
献
す
る
と
い
う
「
公
益
」
に
視
野
が
及
ん
で
い
た
こ
と
の
証
左
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

資
料
の
最
後
に
五
個
荘
金
堂
出
身
の
外
村
繁
の
『
花
筏
』
の
一
節
を
取
り
あ
げ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
小
説
で
あ
り
、フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
の
で
す
が
、

と
て
も
史
実
に
近
い
話
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
当
地
で
は
、
聞
き
分
け
の
な
い

子
供
を
諭
す
と
き
に
、「
丁
稚
に
や
ら
な
い
」
と
言
う
と
無
理
を
言
わ
な
く
な
っ
た

滋
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と
い
う
の
で
す
。

　
　

□  
外
村
繁
『
草
筏
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
一
九
九
四
年
。
原
本
初
版
は
昭
和

十
年
（
一
九
三
五
））

　
　

 　

こ
の
江
州
の
東
部
地
方
は
古
く
か
ら
所
謂
近
江
商
人
の
出
生
地
と
し
て
有
名

で
あ
っ
た
。
が
殊
に
こ
の
六
荘
村
は
・
・
・
ま
る
で
近
江
商
人
の
本
場
の
よ
う

に
言
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
村
人
達
の
気
配
に
も
自
ら
異
な
っ
た
も
の
が

あ
っ
た
。
親
達
は
も
ち
ろ
ん
、
子
供
達
ま
で
が
丁
稚
奉
公
に
行
く
こ
と
を
無
上

の
誇
り
に
し
て
い
た
。
村
の
母
親
達
は
無
理
を
言
う
子
供
等
を
こ
う
言
っ
て

叱
っ
た
。

　
　

 「
よ
う
し
。
ほ
ん
な
こ
と
し
て
な
。
大
き
い
な
っ
て
も
丁
稚
さ
ん
に
行
け
ん
ほ

ん
！
」

　
　

 　

す
る
と
頑
是
な
い
子
供
等
で
さ
え
無
理
言
う
こ
と
を
止
め
る
の
で
あ
っ
た
。

事
実
当
時
は
東
京
や
京
大
阪
か
ら
「
兄
さ
ん
」
達
が
立
派
な
服
装
を
し
て
帰
っ

て
来
た
。
ま
た
、も
っ
た
い
な
い
よ
う
な
新
宅
を
見
事
に
建
て
た
「
叔
父
さ
ん
」

達
も
幾
人
と
な
く
い
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
幼
い
時
か
ら
奉
公
に
行
き
成
功
し
た
人
々
を
見
て
育
つ
こ
と
に
よ
り
、
立

身
・
出
世
し
て
財
を
な
す
最
大
の
方
法
は
、
商
家
の
店
員
に
な
る
こ
と
だ
と
考
え
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
身
に
ま
と
い
帰
省
す
る
「
兄
さ
ん
」

や
も
っ
た
い
な
い
よ
う
な
家
を
新
築
す
る
「
叔
父
さ
ん
」
た
ち
の
姿
は
、
羨
望
の
的

だ
っ
た
の
で
す
。
自
分
も
将
来
、
そ
の
よ
う
な
境
遇
を
手
に
入
れ
る
近
道
は
、
商
家

の
奉
公
人
に
な
る
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
幼
く
し
て

親
元
を
離
れ
、峠
の
向
こ
う
に
あ
る
出
店
へ
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

近
江
の
地
に
留
ま
る
限
り
は
、富
を
手
に
す
る
機
会
や
可
能
性
は
薄
か
っ
た
の
で
す
。

　

近
江
の
町
村
か
ら
多
く
の
商
人
や
商
家
奉
公
人
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
例
え
ば
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
の
日
野
大
窪
町
で
は
、
男
子
一
九
六
九
人

の
う
ち
二
二
五
人
が
「
商
人
」
で
し
た
。
こ
れ
は
一
一
％
に
あ
た
り
ま
す
（「
江
州

蒲
生
郡
大
窪
町
差
出
帳
」
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
所
蔵
中
井
源
左
衛
門
家

文
書
）。
ま
た
、
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
の
蒲
生
郡
鎌
掛
村
の
事
例
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
水
本
邦
彦
氏
の
研
究
に
拠
れ
ば
、
当
時
他
領
・
他
国
へ
出
て
い
る
人
々
が

一
九
三
人
い
て
、
そ
の
う
ち
他
国
で
出
店
を
持
つ
者
一
七
人
（
八
％
）、
他
国
往
返

商
人
一
九
人
（
一
〇
％
）、
商
家
奉
公
人
六
六
人
（
三
四
％
）
で
す
か
ら
、
全
体
と

し
て
奉
公
に
出
る
五
三
％
の
人
々
が
商
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
総

人
口
で
は
八
％
を
占
め
た
わ
け
で
す
（
水
本
邦
彦
「
近
世
の
家
族
と
身
分
」『
歴
史

と
文
化
』
二
六
号
、
二
〇
一
七
年
）。

　

従
来
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
が
他
国
稼
ぎ
に
出
る
状
態
は
、
近
江
国
で
就
業

機
会
が
な
い
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
農
業
の
み
で
は
暮
ら
し

て
い
け
な
い
こ
と
の
裏
返
し
だ
と
評
価
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に

農
業
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
た
地
域
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
と
い
う
論
証
は
な
く
、

た
ん
に
江
戸
時
代
が
自
給
自
足
的
な
社
会
だ
と
み
な
す
古
い
考
え
方
に
よ
る
も
の
だ

と
、
私
は
思
い
ま
す
。
商
業
に
従
事
す
る
、
創
業
者
と
し
て
他
国
稼
ぎ
す
る
こ
と
や

商
家
に
奉
公
人
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
就
業
機
会
が
多
い
と
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

近
江
商
人
は
、
以
上
述
べ
て
参
り
ま
し
た
よ
う
に
、
故
郷
の
近
江
国
か
ら
繋
が
る

街
道
や
そ
の
向
こ
う
に
聳
え
る
嶮
岨
な
峠
道
を
越
え
て
他
国
へ
と
旅
商
い
に
出
向
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
津
軽
海
峡
や
関
門
海
峡
を
も
越
え
る
な
ど
、
そ
の
足
跡
は
全
国
へ

峠
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る　

―
商
い
へ
の
旅
立
ち
―

九



と
及
び
ま
し
た
。

　

司
馬
江
漢
が
い
み
じ
く
も
近
江
に
つ
い
て
語
っ
た
時
、
日
々
の
安
定
し
た
生
活
に

甘
ん
ず
る
者
は
、
他
国
稼
ぎ
を
し
な
い
と
喝
破
し
て
い
ま
す
（「
春
波
楼
筆
記
」
文

化
八
年
（
一
八
一
一
））。
た
と
え
い
さ
さ
か
軽
薄
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
冒
険
心

を
持
っ
た
若
者
が
陸
続
と
し
て
他
国
へ
旅
商
い
し
よ
う
と
志
し
た
時
、そ
れ
を
支
え
、

当
然
と
す
る
社
会
通
念
が
近
江
国
に
育
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

顧
客
が
来
る
の
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
新
し
い
取
引
先
・
商
圏
を
も
と
め
て
顧
客

の
元
へ
出
向
く
と
い
う
の
が
近
江
商
人
の
商
い
方
法
で
し
た
。
た
ぶ
ん
、
彼
ら
の
目

に
は
、
峠
の
向
こ
う
に
富
を
得
る
こ
と
に
な
る
商
い
の
道
が
見
え
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
老
後
の
子
孫
繁
栄
を
思
え
ば
、
嶮
岨
な
峠
も
荒
波
逆
巻
く
海
路
も
平
坦
で
凪

い
だ
も
の
だ
と
、
自
ら
の
心
に
言
い
聞
か
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
長
い
間
の

他
国
に
お
け
る
商
業
活
動
を
通
じ
て
彼
ら
が
到
達
し
た
精
神
は
、「
陰
徳
善
事
」
と

い
う
匿
名
性
を
も
つ
慈
善
行
為
で
あ
り
、
そ
の
実
践
的
な
姿
が
「
売
り
手
に
よ
し
、

買
い
手
に
よ
し
、
世
間
に
よ
し
」
と
い
う
「
三
方
よ
し
」
の
考
え
方
と
し
て
、
巷
間

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

以
上
、
い
さ
さ
か
講
演
題
と
は
異
な
っ
た
嫌
い
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
の
本
日
の

お
話
し
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
湖
東
中
郡
日
野
八
幡
在
々
持
余
家
見
立
角
力
」　
欄
外
凡
例
印

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
一
号
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