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氏
等
が
来
日
さ
れ
、
中
園
の
研
究
と
日
本
の
研
究
が
交
流
さ
れ
、
大
湊
有
意
義

で
あ
っ
た
が
、

今
後
も
、
日
・
中
及
び
、
世
界
各
園
の
研
究
者
の
研
究
協
力
に

よ
り
、
戊
成
維
新
運
動
史
が
一
一
層
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
亡
て
置
く
。

な
お
、
筆
者
の
歪
ら
な
さ
の
故
に
誤
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る。

註(
1
〉

拙

著

『戊
戊
獲
法
運
動
史
研
究
』
上

一
九
七
八
年
。

(第
四
版
)

(

2

)

拙
稿
「
繁
法
運
動
と
報
管
『
集
刊
東
洋
摩
』
四
五
一
九
八

一
年
。

(
3
)

湯
志
鈎
氏
は
、
氏
の
近
著
『
戊
戊
製
法
史
』

(
人
民
出
版
社

一
九
八

四
年
)
の
後
記
に
お
い
て
、
本
論
文
に
つ
い
て
燭
れ
、
新
資
料
を
提
供
し
、

新
問
題
を
提
出
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
八
三
年
八
月
湖
南
人
民
出
版
社

A
四

剣

三

九

四

頁

一

・
六

O
元

四
園
皐
院
大
皐
東
洋
史
研
究
室

影

山

剛

著

中
国
古
代
の
一
商
工
業
と
専
賓
制

佐

原

康

本
書
は
著
者
影
山
剛
氏
の
三
十
年
に
及
ぶ
業
績
を
牧
め
た
書
で
あ
る
。
内
容

は
書
名
の
示
す
と
お
り
、
中
園
古
代
の
一
商
一
工
業
と
都
市
の
研
究
、
前
誕
武
一帝
時

代
の
瞬
鍛
事
責
制
の
研
究
の
二
つ
の
-
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
と
も
に
著
者
の

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
い
う
べ
き
研
究
の
集
大
成
で
あ
り
、
風
平
界
待
望
の
書
と
言

え
る
。
そ
の
出
版
を
ま
ず
喜
び
た
い
。

夫

収
め
ら
れ
た
論
考
は
、
古
く
は

一
九
五

0
年
代
に
口氏
表
さ
れ
た
も
の
も
あ
る

が
、
全
て
の
章
に
つ
い
て
現
在
の
時
貼
で
の
加
筆
や
訂
正
、

注調
伴
が
施
さ
れ
て

お
り
、
事
質
上
新
著
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
構
成
を
大
ま
か
に
紹
介
す
れ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
。

-

中
薗
古
代
の
一商
業
と
商
人

日

中

関

古
代
に
お
け
る
手
工
業

・
商
業
と
身
分
お
よ
び
階
級
関
係

附

前

漠
時
代
の
奴
隷
制
を
め
ぐ
る

て

こ
の
問
題
の
究
え
書

皿

中
園
古
代
の
盛
業
の
成
立
と
そ
の
展
開

w
中
園
古
代
の
盛
業
の
生
産
組
織
と
経
営
形
態

|
|
主
と
し
て
事
費
制
以
前
に
関
し
て
|
|

V

前
漢
朝
の
盤
の
専
費
制

リ

n

中
園
古
代
の
製
鍛
手
工
業
と
事
責
制

補
論

羽
後
漢
朝
の
堕
政
に
関
す
る
て

二
の
問
題

市川

澄
餓
専
責
制
施
行
の
時
期
、
そ
の
他
専
貰
制
初
期
の
諸
事
情

附
控
銭
論
に
つ
い
て

K

卜
式
に
つ
い
て

X

漢
代
の
経
済
観
と
中
園
古
代
商
業
お
よ
び
古
代
専
制
園
家
の
経
済
政
策

を
め
ぐ

っ
て

河
中
園
古
代
に
お
け
る
都
市
と
商
工
業

多
岐
に
わ
た
る
本
書
の
内
容
を
詳
細
に
た
ど
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、

大

き
く
分
け
れ
ば
、

I
J
E章

-x
-wMの
各
章
は
一商
工
業
と
都
市
に
つ
い
て
、

ま
た

E
J
K章
は
顎
鍛
専
貰
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
テ

1
7
に
従

っ
て
章
の
順
序
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
に
紹
介
し
よ
う
。

ま
ず
I
章
「
中
園
古
代
の
一
商
業
と
一商一
人
」
は
本
書
全
鐙
の
序
論
に
あ
た
る
。
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も
と
概
設
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
を
大
幅
に
増
補
し
た
力
作
で
あ
り
、
著
者

の
古
代
一
商
工
業
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
讃
む
こ
と
が
で
き
る
。
中
園
古
代
商
業
の

設
展
の
論
理
的
前
提
は
、
農
・
工
の
分
離
を
中
心
と
す
る
社
曾
的
分
業
の
設
展

と
商
品
生
産
・
流
通
の

一
般
化
、
さ
ら
に
貨
幣
の
存
在
で
あ
る
。
ま
た
春
秋
末

か
ら
載
園
時
代
に
か
け
て
銭
製
農
具
が
普
及
し
、
農
業
生
産
力
が
精
大
し
た
こ

と
が
商
業
の
設
展
の
歴
史
的
燦
件
で
あ
っ
た
。

小
農
民
の
経
営
は
こ
の
過
程
で

-部
分
的
に
交
換
経
済
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
彼
等
の
購
入
す
る
喬
口
問
の

中
で
特
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
堕
と
銭
器
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
墜
と

鍛
は
い
ず
れ
も
産
地
が
特
定
の
土
地
に
局
限
さ
れ
て
お
り
、
大
多
数
の
農
民
に

と
っ
て
盟
と
鍛
俸
は
遠
隔
地
か
ら
運
び
込
ま
れ
る
一商
品
で
あ
る
。
ま
た
時
代
の

制
約
と
し
て
交
通
網
の
未
設
淫
が
個
々
の
市
場
を
結
び
つ
け
に
く
く
し
て
お

り
、
遠
隔
地
と
の
取
引
に
は
偶
然
性
と
一商
人
の
欺
臓
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
と
な

る
。
従
っ
て
盛
や
餓
器
は
農
民
の
死
命
を
制
す
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
っ

て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
機
的
大
商
人
の
濁
占
に
錫
し
、
そ
の
利
潤
は
農
民
と

の
不
等
僚
交
換
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
大
一
商
人
は
必
然
的
に
園
家

の
農
民
牧
奪
に
寄
生
し
た
存
在
と
な
り
、
小
農
民
を
岳
兼
併
し
て
大
地
主
に
柚開
化

し
て
ゆ
く
。
し
か
し
小
農
の
海
落
は
専
制
圏
家
の
大
き
な
矛
盾
と
な
り
、

園
家

は
一
商
業
の
抑
制
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
の
制
度
が
都
市
に
置

か
れ
た
市
で
あ
っ
た
。
商
業
は
法
制
的
に
厳
格
に
制
限
さ
れ
た
一
商
業
医
で
あ
る

市
の
内
に
限
定
さ
れ
、
園
家
は
取
引
に
制
到
し
て
行
政
的
管
理
と
権
力
的
関
輿
を

行
な
い
、
ま
た
商
人
に
射
し
て
は
営
業
登
録
と
身
分
差
別
の
手
段
と
し
て
市
籍

の
制
度
を
利
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
古
代
の
都
市
に
お
い
て
は
経
済
的

諸
関
係
は
専
制
園
家
権
力
の
制
度
と
結
合
し
た
形
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
地
主
に
制
開
化
し
た
大
商
人
た
ち
は
こ
の
規
制
の
外
に
あ
り
、
粂
併
さ
れ
た
農

民
を
自
給
自
足
的
荘
園
経
営
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
流
通
か
ら
引
き

離
す
役
割
を
果
し
た
。
商
人
に
よ
る
粂
併
は
結
果
的
に
商
業
と
都
市
の
衰
退
を

招
く
こ
と
と
な
る
。
古
代
商
業
は
そ
の
歴
史
的
過
程
の
中
に
、
商
業
自
値
を
沈

滞
さ
せ
る
像
件
を
産
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

自
章
は
身
分
と
階
級
関
係
か
ら
園
家
と
商
工
業
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
市

と
市
籍
の
制
度
の
分
析
か
ら
、
商
人
に
制到す
る
身
分
統
制
は
祉
曾
的
分
業
を
矛

盾
な
く
閣
家
の
身
分
制
秩
序
に
包
揺
し
固
定
化
す
る
こ
と
を
意
闘
し
て
お
り
、

一商
人
の
身
分
的
賎
硯
と
杜
曾
的
貧
態
と
し
て
の
一商人
の
農
民
枚
奪
と
の
開
の
矛

盾
が
、
園
家
の
抑
一商
政
策
の
強
化
、
す
な
わ
ち
専
頁
制
と
均
輪

・
卒
準
制
を
寅

現
さ
せ
た
と
す
る
。

X
章
は
こ
の
過
程
を
思
想
史
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
祉
曾
的
分
業
関
係

の
中
で
一商
人
は
流
通
の
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
を
果
す
が
、
反
面
で
投
機
行信用

な
ど
そ
の
役
割
か
ら
の
逸
脱
を
警
戒
さ
れ
た
。
し
か
し
蛍
時
の
思
想
に
お
い
て

圏
家
の
富
園
策
と
個
人
の
貨
殖
術
は
同

一
の
次
元
で
考
え
ら
れ
て
い

た
た
め

に
、
抑
商
政
策
と
し
て
桑
弘
羊
が
企
援
し
た
均
輪

・
卒
準
と
貨
殖
家
の
商
業
経

営
が
共
通
す
る
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
貨
殖
家
の
投
機
的
一商

業
は
本
質
上
不
安
定
で
あ
り
、
園
家
が
恒
常
的
に
流
通
を
操
作
す
る
こ
と
で
成

り
立
つ
均
給

・
卒
準
は
破
綻
を
菟
れ
な
か
っ
た
。
他
方
こ
の
時
期
に
、
土
地
経

営
を
安
定
し
た
家
産
管
理
の
代
表
と
見
な
す
考
え
方
が
、
園
家
財
政
に
お
け
る

農
本
主
義
と
卒
行
し
て
現
れ
る
。
こ
の
思
想
が
桑
弘
羊
ら
の
商
業
圏
家
的
政
策

に
代
る
指
導
原
理
た
る
儒
家
的
且
民本
主
義
で
あ
っ
た
。

W
A
章
は
都
市
と
商
工
業
の
関
係
を
扱
う
。
中
園
古
代
に
お
い
て
一商
工
業
は
都

市
の
重
要
な
属
性
で
は
あ
る
が
、

本
質
で
は
な
い
。
古
代
の
都
市
で
は
経
済
と

未
分
化
な
状
態
で
政
治
が
優
先
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
具
鐙
的
表
現
が
、
郡
治

・

懸
治
と
い
っ
た
城
砦
的
都
市
と
そ
の
外
部
に
農
が
る
治
安
機
関
た
る
亭
で
あ

る
。
さ
ら
に
城
壁
外
の
緊
落
に
も
、

都
市
内
の
制
度
の
延
長
と
し
て
里
制
が
遜
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用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
都
市
に
置
か
れ
た
市
は
、
そ
の
都
市
の
住
民

を
封
象
と
す
る
孤
立
的
な
小
市
場
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
は
都
市
に
住
む
農
民
と

手
工
業
者
の
分
業
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
孤
立
的
市
場
の
聞
に
生
ず
る

債
格
差
が
、
間
鼠
や
織
な
ど
重
要
な
商
品
を
獄
占
し
て
遠
隔
地
か
ら
も
た
ら
す
大

一
商
人
の
暴
利
の
源
泉
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
盟
、
鍛
器
な
ど
の
手
工
業
生
産

が
、
そ
れ
自
鐙
と
し
て
は
都
市
を
構
成
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
従

っ
て
古

代
都
市
は
農
民
の
住
む
政
治
的
都
市
で
あ
り
、
そ
の
経
済
的
重
要
度
は
政
治
的

重
要
度
に
比
例
す
る
。
都
市
と
都
市
と
は
行
政
的
統
属
関
係
に
よ

っ
て
結
ば
れ

て
い
る
だ
け
で
、
庚
い
市
場
閤
は
形
成
さ
れ
な
か
っ

た
。

さ
て
、
以
上
の
要
約
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

著
者
の
商
業
論
の
鎚
と
な
る

の
が
一
商
品
生
産
の
代
表
と
し
て
の
堕
と
鍛
器
の
生
産
と
流
通
の
問
題
で
あ
る
。

E
章
で
は
ま
ず
顕
業
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
と
渡
展
の
基
礎
を
探
っ
て
い

る
。
中
園
古
代
に
お
い
て
監
の
代
表
的
産
地
は
河
東
解
州
の
堕
池
と
斉
の
海
岸

地
域
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
盛
の
大
一
商
人
が
出
現
し
て
い
る
。
盤
の
需
要
は
割
引
園

時
代
か
ら
漢
代
に
至
る
時
代
の
人
口
増
加
に
よ

っ
て
箸
し
く
増
大
し
た
。
さ
ら

に
食
品
加
工
の
設
展
と
食
生
活
の
慶
化
に
よ

っ
て
堕
の
需
要
は
ま
す
ま
す
増
加

し
、
臨
は
重
要
な
一
商
一
口
問
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
静
業
は
従
来
の
斉
の
海
岸

部
か
ら
北
の
燕
、
南
の
江
東
へ
と
領
大
し
、
漢
代
に
は
内
陸
の
巴
窃
に
お
い
て

も
井
慣
が
開
設
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
地
域
的
抜
大
が
見
ら
れ
た
。

績
〈
W
章
で
は
専
寅
制
以
前
の
静
業
の
生
産
組
織
と
経
営
形
態
が
扱
わ
れ

る
。
中
園
古
代
の
顔
業
技
術
に
お
い
て
は
、

入
漬
式
の
脳
血回
は
見
ら
れ
ず
、

盤

水
を
直
接
煮
つ
め
て
堕
を
採
る
方
式
(
煮
附
皿)
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
生
産
工

程
は
盤
水
の
採
取
・
運
搬
、
煮
沸
・

煎
熱
と
採
堕
に
分
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
煮

沸
工
程
に
銭
器
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、
数
率
が
大
幅
に
向
上
し
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
生
産
量
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
燃
料
が
重
要
で
あ
る
。

さ
て、

こ
の
工
程
で
用
い
ら
れ
る
労
働
力
は
主
と
し
て
雇
傭
に
依
存
し
て
い
た
が
、
そ

の
主
た
る
荷
い
手
と
し
て
農
民
を
雇
い
入
れ
る
だ
け
で
は
農
事
の
繁
閑
に
よ
る

繁
動
を
売
れ
な
い
。
そ
こ
で
多
数
の
貧
耐
震
や
離
農
者
、
亡
命
者
が
静
場
に
雇
わ

れ
、
経
営
者
に
奴
隷
的
従
属
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
規
模
な
経
営

に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
隷
属
的
労
働
者
、
か
千
人
を
超
え
る
例
も
あ
る
。
大
一商一

人
に
よ
る
大
規
模
経
営
の
基
盤
は
、
君
主
か
ら
の
山
林
蔽
津
の
俵
輿
に
よ
る
盛

場
の
濁
占
と
生
産
用
具
の
濁
占
に
あ
っ
た
。
し
か
し
生
産
性
の
面
で
は
、
大
規

模
な
経
営
も
基
本
的
な
生
産
単
位
で
あ
る
竃

・
鍋
等
の
集
積
に
過
ぎ
ず
、
小
規

模
な
経
営
と
質
的
差
は
な
い
。
従
っ
て
大
伊
業
者
は
流
通
過
程
の
支
配
に
よ
っ

て
初
め
て
市
場
の
濁
占
が
可
能
と
な
る
。
彼
等
は
遠
隔
地
へ
の
流
通
網
を
支
配

し
、
債
格
操
作
に
よ

っ
て
莫
大
な
利
潤
を
得
た
。

こ
れ
が
事
責
制
の
寅
施
を
導

く
歴
史
的
前
提
と
な

っ
た
。

V
章
で
は
績
い
て
前
漢
の
脳
血
の
専
頁
制
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ

の
制
度
は
財
政
牧
入
の
不
足
を
背
景
に
、
民
間
伊
業
者
の
牧
盆
を
園
家
に
編
入

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

専
制
園
家
の
矛
盾

が
集
中
的
に
現
れ
る
商
品
生
産
と
流
通
を
園
家
の
統
制
下
に
置
こ
う
と
す
る
、

専
制
園
家
の
必
然
的
要
求
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
専
費
制
下
で
、
閉
場
は

帝
室
財
政
か
ら
園
家
財
政
に
移
管
さ
れ
た
山
林
薮
漂
に
置
か
れ
、
務
官
が
管
理

す
る
園
有
の
施
設
と
な
っ
た
。
堕
の
生
産
は

一
定
の
自
立
性
を
持
っ
た
生
産
者

が
生
産
費

(
例
え
ば
燃
料
費
)
を
自
己
負
指
し
、
官
有
の
生
産
用
具
に
よ
っ
て

生
産
す
る
方
式
で
行
わ
れ
た
。
生
産
し
た
型
は
園
家
に
納
入
さ
れ
、

手
首

・
報

酬
が
支
給
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
堕
の
生
産
か
ら
は
大
商
人
が
排
除
さ
れ
、
園
家

が
募
集
し
た
小
規
模
生
産
者
に
分
散
さ
れ
た
。
ま
た
大
一商
人
が
濁
占
し
て
い
た

流
通
販
賓
-部
門
に

つ
い
て
は
、
園
家
的
運
輪
組
織
(
俄
運
)
と
販
賓
管
理

(盛

官
が
櫓
首
〉
が
行
わ
れ
た
が
、
後
に
均
検
制
の
寅
施
に
よ
り
、
流
通
部
門
は
均

-176ー



765 

輸
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
排
除
さ
れ
た
一
商
一
人
の
中
に
は
、
官
界

に
入
っ
て
事
責
の
貧
務
を
捨
嘗
す
る
者
も
あ
っ
た
。

衣
い
で
第
川
町
章
で
は
事
責
制
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
鍬
器
の
生
産
と
流
通

が
扱
わ
れ
る
。
鍛
の
用
途
は
様
々
だ
が
、
兵
器
な
ど
が
図
家
機
関
で
生
産
さ
れ

た
の
に
針
し
、
農
具
の
生
産
は
大
一
商
人
の
濁
占
に
院
し
、
巨
大
な
企
業
を
生
み

出
し
た
。
従
っ
て
鍛
探
の
専
賓
の
針
象
は
農
具
が
主
眼
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
首

時
の
製
銭
技
術
の
特
色
で
あ
る
銭
器
の
鍛
造
に
は
、
官
同
組
の
設
備
が
必
要
で
あ

り
、
あ
る
程
度
の
規
模
の
生
産
施
設
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
は
い

え
、
如
何
に
大
き
な
製
銭
施
設
も
基
本
的
に
は
軍
位
と
な
る
婚
の
算
術
的
集
積

に
過
ぎ
ず
、
大
商
人
の
利
得
は
堕
と
同
様
、
や
は
り
流
通
過
程
の
支
配
か
ら
得

ら
れ
た
。
専
賀
制
下
の
餓
器
生
産
は
、
各
産
地
に
置
か
れ
た
鍛
官
で
行
な
わ
れ
、

工
あ
る
い
は
工
匠
と
呼
ば
れ
る
技
術
者
と
、
単
純
労
働
に
従
事
す
る
卒
・
徒

が
作
業
班
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
流
通
部
門
も
完
全
に
園
営
化
さ
れ
た
結
果
、

農
具
の
僚
格
は
卒
均
化
さ
れ
た
が
、

反
面
で
生
産
物
の
官
僚
的
蛮
一
化
も
見
ら

れ
、
必
ず
し
も
農
民
の
必
要
に
針
路
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
貸
情
で
あ
っ
た
。

こ
の
章
に
は
補
論
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
さ
ら
に
設
展
し
て
鍛

の
流
通
の
末
端
で
は
製
品
の
種
類
に
よ
っ
て
分
散

・
零
細
化
し
た
民
間
の
業
者

が
関
輿
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
し
て
い
る
。

以
上
が
V
、
川
町
章
の
主
旨
で
あ
る
が
、
周
知
の
如
く
専
費
制
に
つ
い
て
は
著

者
と
藤
井
宏
氏
、
伊
藤
徳
男
氏
ら
と
の
閲
で
戟
わ
さ
れ
た
論
争
が
あ
り
、
首
然

そ
れ
を
踏
ま
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
注
、
補
注
、
補
論
の
形
で
分
散
さ
れ

て
は
い
る
が
、
著
者
は
努
め
て
相
手
の
論
旨
を
要
約
し
た
上
で
反
論
を
加
え
て

い
る
。
こ
こ
に
記
し
た
評
者
の
要
約
は
、
著
者
の
主
張
の
み
を
抽
出
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
綴
く
W
、
川
、
W
肌
章
は
専
賓
制
の
質
施
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
が
扱

わ
れ
て
い
る

o
w章
は
恵
寅
制
崩
壕
後
の
後
漢
朝
の
麗
政
に
つ

い
て
。
後
漢
代

に
は
、
醸
官
は
醗
税
を
携
嘗
し
、
鍛
官
は
武
器
な
ど
の
直
媛
生
産
に
首
る
の
み

で
、
同
盟
、
鍛
器
と
も
に
民
開
業
者
が
復
活
し
た
。
し
か
し
大
商
人
が
出
現
し
な

い
の
は
、
古
代
一商
業
が
す
で
に
沈
静
期
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

川
山
章
は
事
費
制
寅
施
の
時
期
や
そ
の
聞
の
政
治
的
事
情
の
考
設
に
あ
て
ら
れ

て
い
る
。
著
者
は
諸
設
を
検
討
し
た
上
で
、
官
帯
責
制
寅
施
の
奏
請
が
な
さ
れ
た

の
が
武
帯
の
元
狩
四
年
、
質
際
に
制
度
が
始
動
し
た
の
が
元
狩
六
年
ご
ろ
と
し

た
。
ま
た
制
度
の
始
動
後
も
、
各
地
に
揮
官
や
銭
官
が
増
置
さ
れ
、
銭
を
産
し

な
い
郡
に
置
か
れ
た
小
銭
官
で
は
故
鍛
の
再
生
や
他
都
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
鍛

器
の
流
通
に
関
興
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
大
改
革
の
基
本
的

な
構
想
は
御
史
大
夫
張
湯
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
、
具
健
的
な
企
査
と
寅
施
は
孔

僅

・
東
郭
威
陽
の
手
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
張
湯
ら
が
相
つ
い
で
失
脚
し
た

後
、
桑
弘
羊
に
引
き
縫
が
れ
た
。

W
机
章
で
は
こ
の
時
期
に
活
躍
し
た
卜
式
と
い
う
人
物
を
取
り
上
げ
、
武
一一帝
の

軍
事
的
膨
脹
政
策
を
礁
賛
し
た
彼
が
、
武
-帝
の
一意
を
汲
ん
だ
財
産
の
献
納
に
よ

っ
て
登
用
さ
れ
、
告
繕
や
列
侯
の
酎
金
事
件
に
関
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い

る
。以

上
が
著
者
の
閉
鎖
専
賓
論
で
あ
る
が
、
通
讃
し
て
み
る
と
、
鍛
器
の
生
産

と
専
一
貫
に
関
す
る
記
述
が
相
封
的
に
少
な
い
憾
が
あ
る
。
ま
た
、
著
者
の

「
均

総

・
卒
準
と
伊
鍛
専
寅
」
〈
岩
波
講
座
世
界
歴
史
4
、

一
九
七

O
)
を
始
め
と

す
る
均
輪

・
卒
準
に
関
す
る
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
e

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
近
著
者
の
手
に
よ

っ
て
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ

(
「
桑
弘
羊
の
均
総
法
試
論
」
東
洋
史
研
究
四
O
l
四
、
「
桑
弘
羊
の
卒
準
法

試
論
」
三
上
衣
男
博
士
喜
寄
記
念
論
文
集
)
、
山
田
勝
芳
氏
と
の
新
た
な
論
争

も
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
現
時
貼
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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著
者
の
研
究
の
今
後
の
展
開
に
期
待
し
た
い
。

さ
て
、
封
象
を
本
書
の
範
園
に
限
っ
て
言
え
ば
、
著
者
の
一
商
工
業
論
の
大
前

提
と
な
る
の
が
鍛
製
農
具
の
普
及
に
よ
る
生
産
力
の
増
大
で
あ
る
こ
と
は
異
論

の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
代
表
的
一
商
品
た
る
墜
と
鍛
俸
の
生
産
地
が
交

通
の
不
便
な
特
定
の
土
地
に
局
限
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
大
商
人
の
生
産
と
流

通
の
濁
占
と
投
機
的
不
等
債
交
換
を
惹
起
し
た
こ
と
が
、
商
工
業
の
設
展
と
専

資
制
の
質
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
が
本
書
の
全
篇
を
通
じ
て
譲
み
と

れ
る
、
い
わ
ば
ラ
イ
ト

・
モ
テ
ィ

1
フ
で
あ
る
。
そ
こ
で
鍛
訴
の
問
題
を
中
心

に
検
討
し
て
み
た
い
。

著
者
の
論
を
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
設
の
根
抜
と
な
っ

て
い
る
史
料
は
、

『
関
鍛
論
』
復
古
篇
の
「
往
者
、

豪
強
大
家
得
管
山
海
之
利
、
采
鍛
石
鼓
鋳
煮

臨

F
o
i
-
-e
B
訳
深
山
窮
津
之
中
、
成
姦
俄
之
業
、
途
朋
黛
之
権
。
」
と
い
う
記
述

に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

し
か
し
鍛
鎖
山
は
僻
遠
の
「
深
山
第
四
陣
」

だ
け
で
な
く
、

「
銅
・
鍛
は
則
ち
千
里
に
し
て
往
々
山
よ
り
出
で
、

築
の
ご
と

く
置
か
る
。
」
(
『
史
記
』
貨
殖
列
惇
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
中
圏
全
土
で
あ

ち
こ
ち
に
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
戟
園
時
代
か
ら
漢
代
に

か
け
て
の
様
々
な
都
市
遺
構
の
内
部
や
周
透
か
ら
、
か
な
り
の
数
の
製
織
遺
跡

が
渡
見
さ
れ
て
お
り
、
都
市
に
お
け
る
鍛
器
生
産

(
農
具
、
工
具
、

兵
器
、
車

馬
穏
等
)
が
か
な
り
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
、
そ
の
中
に
は
鍛
官
も
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
著
者
の
理
解
は
『
撫
銭
論
』
の
記
述
の
過
大

評
慣
に
基
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
貧
詮
的
な
面
で
の
問
題
黙
と

な
ろ
う
。

次
に
、
著
者
の
論
理
に
沿
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
遠
隔
地
で
生
産
さ
れ
た
銭

器
が
、
濁
占
商
人
の
手
で
、
偶
然
的
・
欺
鰯
間
取
引
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、

債
格
が
農
民
牧
奪
と
い
え
る
ほ
ど
に
高
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
鍛
回
帥
は
そ
も

そ
も
農
業
を
始
め
あ
ら
ゆ
る
産
業
に
行
き
渡
り
得
た
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
こ
の

黙
に
素
朴
な
疑
問
を
感
ず
る
。
著
者
の
あ
げ
た
篠
件
、
す
な
わ
ち
生
産
の
地
域

的
局
限
性
に
基
く
投
機
的
取
引
は
、
南
海
に
産
す
る
真
珠
や
タ
イ
マ
イ
の
よ
う

な
者
修
的
特
産
ロ
聞
に
は
嘗
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
餓
器
に
は
嘗
て
は
ま
り
に
く

い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

さ
ら
に
言
え
ば
、
著
者
の
重
視
す
る
濁
占
的
大
一商
人

は
、
銭
怒
の
使
用
が
康
範
に
普
及
し
た
後
で
出
現
し
た

一
部
の
特
殊
な
事
例
と

し
て
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

こ
れ
に

つ
い
て
は
既
に
角
谷
定

俊
氏
が
、

載
園
秦
の
鍛
器
生
産
が
民
開
業
者
の
濁
占
状
態
だ
っ
た
と
は
言
え
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
〈
「秦
に
お
け
る
製
鍛
業
の
一

考
察
」

駿
肇
史

皐
臼
鋭
、

一
九
八
四)。

こ
の
こ
と
は
、

『
史
記
』
貨
殖
列
俸
に
記
さ
れ
た
商

人
た
ち
が
、
例
外
的
少
数
の
成
功
例
だ
か
ら
記
録
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
多

数
の
中
の
代
表
例
と
し
て
選
揮
さ
れ
記
録
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
根
本
史
料
の

評
債
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

銭
感
の
生
産
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
著
者
の
い
ま
一
つ
の
前
提
と

な
る
市
場
の
孤
立
性
の
問
題
と
も
結
び
つ
く
。
鍛
器
が
遠
隔
地
か
ら
偶
然
的
に

も
た
ら
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
一商
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
各
地
に
散
在
す
る
小
市
場

の
基
盤
で
あ
る
農

・
工
の
祉
曾
的
分
業
の
設
展
を
促
し
た
生
産
力
の
設
展
は
、

何
に
よ

っ
て
縫
績
的
に
進
行
し
得
た
の
か
が
不
明
と
な
ろ
う
。
ま
た
逆
に
遠
隔

地
で
生
産
さ
れ
た
鍛
器
が
全
園
の
ほ
ぼ

全
農
民

に
ま

で
行
き
渡
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
か
な
り
庚
い
市
場
閣
の
存
在
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
論
理
の
矛
盾
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
古
代
の

商
工
業
の
設
展
は
、
中
園
の
全
圏
各
地
で
小
市
場
を
出
現
さ
せ
た
社
舎
的
分
業

の
具
鐙
的
な
設
展
の
あ
り
方
に
こ
そ
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
過
程
は
各
地
の
都
市
の
設
展
に
も
大
き
な
影
響
を
輿
え
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
都
市
が
本
質
的
に
政
治
的
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
中
で
展
開
し
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た
経
済
活
動
の
分
析
は
濁
自
の
課
題
と
し
て
意
味
を
持
ち
得
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
銭
器
の
生
産
と
流
通
の
問
題
は
こ
の
よ
う
な
研
究
の
文
脈
に
お
い
て
新
た

な
位
置
附
け
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
餓
俸
の
問
題
は
こ
の
よ
う
な
祉
曾
的
側
面
だ
け
で
な
く
、

生
産

技
術
の
問
題
を
も
含
ん
で
い
る
。
中
園
に
お
け
る
鍛
器
生
産
が
、
鍛
造
で
は
な

く
鋳
造
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
事
貧
で
あ
る
。
が
、
こ
の
中
園

濁
自
の
技
術
が
ど
の
よ
う
に
庚
ま
り
、
製
品
に
到
す
る
多
様
な
要
求
に
如
何
に

答
え
て
い
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
は
、
織
田
帥
の
事
責
制
と
い
う
ド
ラ
ス
テ

ィッ

ク
な
改
革
の
技
術
的
側
面
を
問
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
本
書
に
お
い
て
こ
の

問
題
は
、
事
買
制
下
の
生
産
組
織
に
関
す
る
著
者
と
藤
井
宏
氏
や
伊
藤
徳
男
氏

と
の
論
争
の
形
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。

多
岐
に
わ
た
る
こ
の
論
争
の
一
貫
し
た

挙
結
は
、
専
頁
制
下
の
閉
館
・
銭
器
の
生
産
が
官
営
か
民
営
か
と
い
う
黙
に
重
き

る
。
評
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
論
ず
る
能
力
を
持
た
な
い
が
、
生
産
技
術

の
面
か
ら
見
れ
ば
、
技
術
者
た
る
工
あ
る
い
は
工
匠
が
、
官
営
の
生
産
施
設
に

雇
わ
れ
る
に
せ
よ
、
ま
た
は
民
営
の
施
設
で
生
産
す
る
に
せ
よ
、
彼
ら
専
門
的

技
術
の
持
ち
主
が
多
数
民
間
に
存
在
す
る
と
い
う
貼
で
爾
者
の
見
解
は

一
致
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
官
営
か
民
営
か
の
論
議
は
、
生
産
施

設
の
所
有
者
が
誰
で
あ
る
か
に
限
ら
ず
、
技
術
者
を
始
め
と
す
る
労
働
力
を
誰

が
ど
の
よ
う
に
組
織
す
る
の
か
、
ま
た
圏
家
は
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し

て
い
た
の
か
、

と
い
っ
た
問
題
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
本
書
の
一
一
部
で

こ
れ
ら
の
問
題
に
燭
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、

結
論
を
急
い
で
考
察
が
不
十
分
だ

と
思
わ
れ
る
貼
も
な
し
と
し
な
い
。
こ
の
活
綾
な
論
争
を
不
毛
な
も
の
と
し
な

い
た
め
に
は
、
専
費
制
下
の
穣
銀
生
産
が
官
晶
画
か
民
営
か
を
制
度
面
か
ら
二
者

探
一
的
に
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
生
産
の
具
盤
的
な
過
程
の
分
析
か
ら
出
裂
し

て
園
家
の
果
し
た
役
割
を
見
極
め
て
い
く
、
細
か
い
作
業
の
積
み
重
ね
が
必
要

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
年
、拍車問脈融鰍
生
溝
の
製
銭
遺
跡
の
分
析
か
ら
様
々
な

鍛
器
の
生
産
工
程
が
復
原
さ
れ
て
い
る

(
考
古
察
報

一
九
八
五
|
一

一〉
し
、
冶

銭
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
指
摘
を
副
葬
し
た
、
前
漢
中
晩
期
の
墓
葬
も
渡
掘
さ

れ
て
い
る
(考
古
輿
文
物

一
九
八
二
|
一
ニ
)
。

こ
の
墓
が
冶
鍛
工
匠
の
基
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
専
賓
制
施
行
後
に
も
一
定
の
生
産
手
段
の
私
有
は
あ
り
得
た
こ

と
を
示
す
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
古
率
的
資
料
な
ど
を
併
用
す
れ
ば
、

『
史

記
』
卒
準
書
の
新
た
な
讃
み
直
し
も
期
待
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
著
者
の
み
な
ら

ず
恐
ら
く
祭
界
全
践
の
課
題
で
も
あ
る。

以
上
、

評
者
の
浅
皐
も
顧
み
ず
に
あ
え
て
疑
問
を
述
べ
た
て
て
し
ま
っ
た

が、

本
書
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
る
。
商
人

に
制
到
す
る
身
分
統
制
の
問
題
、
都
市
と
喬
工
業
の
問
題
な
ど
、
限
ら
れ
た
紙
数

で
は
論
じ
壷
せ
ぬ
豊
か
な
内
容
を
、
本
書
は
持
っ

て
い
る
。
本
書
は
中
園
古
代

の
一
商
工
業
と
専
制
園
家
の
内
的
関
連
を
論
じ
た
数
少
な
い
専
著
で
あ
り
、

一両一
工

業
の
成
長
か
ら
衰
退
ま
で
の
過
程
を
論
理
的
に
把
え
よ
う
と
し
た
貴
重
な
パ
イ

オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
と
し
て
評
債
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
今
後
こ
の
分
野
の
研
究
に
あ

た
っ
て
紹
え
ず
参
照
さ
れ
る
基
本
的
文
献
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
閉
違
い
な

い
。
評
者
の
述
べ
た
疑
問
は
、
著
者
の
研
究
を
い
か
に
縫
承
、
設
展
さ
せ
て
行

く
か
、
と
い
う
関
心
か
ら
裂
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

本
書
に
牧
め
ら
れ
た
論
考
は
そ
れ
ぞ
れ
渡
表
さ
れ
た
時
黙
で
皐
界
の
論
議
の

劉
象
と
な
り
、

多
く
の
研
究
者
を
綱
渡
し
て
き
た
。
本
書
の
随
所
に
見
ら
れ
る

著
者
の
加
筆
訂
正
の
あ
と
や
論
争
の
要
約
な
ど
は
、
そ
の
生
々
し
い
記
録
で
あ

ろ
う
。
批
判
に
劉
し
て
常
に
誠
寅
に
答
え
ん
と
す
る
著
者
の
姦
勢
は
我
々
に
と

っ
て
模
権
と
な
す
に
足
る
。
本
書
の
践
に
お
い
て
著
者
は
自
ら
本
蓄
を

「
満
身

創
夷
の
状
態
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
紹
え
.
す
皐
界
を
リ
ー
ド
し

て
き
た
著
者
の
名
春
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
に
燭
設
さ
れ
た
後
皐
の

一

一 179ー
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人
と
し
て
、
こ
の
拙
い
書
評
が
本
書
の
内
容
を
誤
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
祈
る

ば
か
り
で
あ
る
。
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