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近
世
初
期
に
於
け
る
束
歪
貿
易

近
世
初
期
に
放
け
る
東
亜
貿
易

算
四
番

五
六

第

一
味

五
六

L17q

i.l

蓮

:

-
1
は
し
が
き
ー

二
見
洋
及
東
洋
史
の
発
見
｣

構
洲
事
変
以
来
我
随
に
起
っ
た
二
つ
の
大
き
な
思
潮
に
日
本
主
義
及
び
東
洋
主
義
の
勃
興
が
あ
る
.
そ
の
前
者
に
裁
て
は
詮
明
す

l

る
迄
も
な
い
が
.
茄
に
所
謂
東
洋
主
義
と
は
･.
西
洋
の
凡
ゆ
る
束
縛
や
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
白
iil的
な
東
洋
の
l立
場
竺
止
っ
て
東

洋
を
見
'
両
も
東
洋
杢
鰐
を

1
の
運
命
共
同
鰹
と
し
て
l
腰
的
忙
考

へ
て
行
か
う
と
す
る
主
義
並
に
そ
れ
に
基
づ
-
行
動
の
健
系
を

㌔

意
味
す
る
｡

併
し
こ
の
両
者
は
見
方
に
よ

っ

て
は
二
に
し
て
膏
は

1
と
皇

一口
へ
る
｡
帥

ち

東
洋
主
菜
は
日
本
主
義
の
延
長
で
あ
-
､
日
本
主
義

を
前
髄
と
し
て
の
東
洋
主
義
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡
唯
両
者
は
そ
の
思
潮
と
し
て
'
叉
は
そ
の
思
潮
に
基
づ
く
行
動
と
T3
で
の
重

鮎
乃
至
色
彩
を
多
少
具
に
し
て
ゐ
る
o
如
ち
日
本
主
義
の
方
は

1
般
的
文
化
蓬
勤
と
し
て
極
め
て
帯
い
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
が
'
東

洋
主
義
の
方
は
ど
ち
ら
か
と
言
へ
ば
政
治
的
な
色
彩
が
強
い
O
東
洋
主
義
の

1
表
現
と
し
て
の
大
ア
ジ
ヤ
主
藁
の
如
き
に
於
で
殊
に

然
り
で
あ
る
｡
之
は
案
望

土
豪
が
未
だ
若

い
か
ら
で
あ
っ

て
'
賑
て
は
そ
れ
も
瞥

川
的
な
面
だ
け
に
眠
ら
ず
菅
-

1
殻
的
な
文
化
運
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動

へ
と
畿
展
し
行
-
こ
と
で
あ
ら
う
｡

何
れ
に
せ
よ
'
こ
の
日
本
主
義
と
東
洋
主
義
と
の
病
者
が
相
伴
っ
て
国
民
的
至

大
思
潮
乃
至
行
動
と
し
て
硯
ほ
れ
て
釆
た
と
い

ふ
こ
と
は
'
我
園
文
化
史
上
油
に
未
曾
有
の
こ
と
1
言
っ
て
よ
か
ら
う
と
思
ふ
O
我
国
文
化
史
の
特
徴
は
'
幾
度
か
の
外
囲
文
化
の

輸
入
-

従
っ
て
之
に
封
す
る

一
時
的
深
酵
惑
溺
-

と
..
幾
度
か
の
日
本
主
義
の
復
興
と
が
相
交
代
し
て
ゐ
る
所
に
あ
-
'
従

っ

て
清
洲
等
壁
以
来
日
本
主
義
が
勃
興
し
た
と
て
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
'
併
し
之
に
東
洋
主
義
が
伴
っ
た
こ
と
は
慧
し
今
回

を
以
て
噂
央
と
す
る
.
之
仝
-
明
治
以
粥
の
日
本
の
封
外
的
萄
展
が

一
新
段
階
に
到
達
し
た
故
に
外
な
ら
す
'
そ
の
鮎
を
特
に
強
調

l

I
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二ヽ
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意
味

に
於
で
密
接
な
交
渉

を
持
た
ぬ
ぼ
な

ら
ぬ
形
勢
と

な

っ

て

来

た
G
愈
々
以

て
我
々

は
新
な
る
観
鮎

か
ら
東
洋
を
見
直
ru
ね
ば
な

ら
ぬ
時
が
奉
た
の
で
あ
る
二
.東

洋
費
見
｣
の
意
義
は
油
に
重
大
な
-
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
o
(託
)

｣

(註
)

以
上
は
既
に
拙
著

｢
南
洋
及
ulq
畏
経
済
研
究
J(昭
和
十
七
年
)
の
序
文
に
於
で
述
べ
た
所
で
あ
る
.
そ
の
中
で
筆
者
の
所
謂
東
洋
主
義
が

満
洲
事
墾
以
来
始
め
て
迷
っ
た
と
い
ふ
見
方
に
到
し
て
は
恐
ら
-
異
論
も
少
-
な
い
で
ぁ
ら
-
と
思
ふ
o
筆
者

と
経
も
東
洋
主
我
の
新
芽
が
既
に
夙

-
明
冶
時
代
の
先
聴
者
の
思
想
の
中
に
あ
っ
,J
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
O
然
し
乍
ら
そ
れ
は
矢
張
り
府
芽
で
あ
っ
て
'
L頂
々
Llる
園
長
的

息
潮
力
至
国
民
運
動
と
い
ひ
得
る
段
階
に
は
到
達
し
て
ゐ
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
左
様
な
段
階
に
到
達
し
た
の
は
清
洲
事
廼
以
後
で
あ
る
と
い
ふ
の
が

筆
者
の
見
解
な
の
で
あ
る
｡
誤
解
.FJ,き
こ
と
を
望
む
0

枚
て
斯
様
な

｢東
洋
蔑
見
｣
の
時
代
と
な
っ
た
以
上
'
新
な
る

｢
東
洋
史
の
蟹
見
｣
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
亦
首
然
で
あ

る
｡
従
蘇
我
園
に
於
て
詮
琴

レ
滞
っ
た
東
洋
史
肇
は
､
-
･基

し
-
誓

言

三

言

ば
･･･････
肇
は
支
部
変
革
で
あ
り
.

或
は
支
部
的
史

.

近
世
初
期
に
於
け
る
東
電
貿
易
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E
H懇

五
七
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1
就

五
七



近
世
初
期
に
於
け
る
東
亜
貿
易

第
四
番

五
八

第

1
就

五
八

翫
'
乃
至
西

洋
的
史
観
に
･～

必
ず
し
皇
蒜

的
で
は
な
か
っ
た
ら
-
が

･-
立
脚
し
た
東
洋
史
尊
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

か
っ
た
o
斯
様
な
傾
向
に
封
す
る
反
省
は
固
よ
-

一
部
東
洋
史
尊
者
の
間
に
起
-
つ
1
あ
つ
た
が
'
然
し
他
面

1
つ
の
ま
と
ま
っ
た

歴
史
と
し
て
の
東
洋
史
の
成
立
の
根
椋
に
封
す
る
廃
藩
が
長
-
畢
界
を
交
配
し
来
っ
た
馬
に
'

正
し
い
意
味
で
の

｢
東
洋
史
の
散

見
｣
は
容
易
に
な
さ
れ
な
か
(..]
た
の
で
あ
る
O
そ
の
尿
感
と
言
ふ
の
は
7
.%
/す
る
に
過
去
の
東
洋
諸
地
域
が
相
伴
の
や
う
に
文
化
的

約

二
Lt,j
7g,つ
た

.1
の
鮭
只
的
世
界

に踏
台
Tu
れ
て
ゐ
為
か
つ
舟
･U
い
ふ
'.
儲
わ
に
も
牒
更
主
適
的
乃
至
は
文
化
史
的
な
見
地
に
基
づ

い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡

然
し
乍
ら
歴
史
は
飽
-
迄
歴
史
的
硯
膏
の
統

1
的
資
長
に
外
な
ら
す
.
従
っ
て
歴
史
的
認
識
は
常
に
現
代
に
即
し
て
両
も
主
腰
的

忙
構
成
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
方
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
'
～

そ
し
て
筆
者
は
正
に
こ
の
見
地
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
ー

今

I

や

1
の
露
史
的
世
界
と
し
て
の
東
洋
の
存
在
が
'
而
も
東
洋
史
は
愚
か
'
世
界
史
の
最
も
有
力
な
創
造
者
だ
る
地
位
に
立
て
る
我
々

日
本
人
に
よ
っ
て
明
確
に
認
識
把
握
さ
れ
た
以
上
'
上
述
の
如
き
東
洋
史
成
立
の
可
能
性
に
封
す
る
疑
惑
の
珪
存
す
る
飴
確
は
無
い

も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

具
し
て
然
ら
ば
新
に
書
直
さ
る
べ
き
東
洋
史
は
如
何
な
る
性
格
を
具
備
し
､
如
何
な
る
惜
系
に
ま
と
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
｡
之

こ
そ
今
や
我
が
東
洋
史
尊
に
課
せ
ら
れ
た
最
大
の
課
題
で
あ
-
'
之
が
解
決
の
馬
に
斯
界
の
単
著
の
絶
動
員
が
要
請
せ
ら
れ
つ
･J
あ

る
所
以
で
あ
る
｡
筆
者
は
固
よ
-
斯
単
の
専
攻
者
に
非
ず
'
従
っ
て
と
の
郭
に
関
し
て
は
偏
に
専
門
聾
者
の
教

へ
を
待
つ
も
の
で
あ

る
が
'
聾
者
の
今
日
の
研
究
Ji
の
必
要
は
専
門
尊
者
に
よ
る
新
し
き
東
洋
史
鰻
系
の
完
成
-

そ
れ
は
恐
ら
-

1
朝

l
夕
に
期
待
し

得
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
-
･
を
待
っ
て
ゐ
る
飴
裕
は
な
い
O
刀
で
筆
者
は
筆
者
な
り
に

1L麿
の
見
透
し
を
つ
け
'
そ
れ
に
基
づ

瞥

掛

澗
軒

そ

う

臨
h



lJ
瀕
奄

落
選

い
て
研
究
を
進
め
つ
1
r

あ
る
次
第
で
あ
る
｡

筆
者
の
硯
に
意
圏
し

っ
1
あ
る
朗
は
､
新
に

｢
聾
見
さ
れ
た
る
東
洋
｣
を
改
め
て
科
導
的
忙
認
識
す
る
男
の
重
婁
な
る

1
方
法
と

し
て
の
慶
史
的
研
究
'
就
中
主
と
し
て
政
治
経
済
史
的
研
究
で
あ
る
Q
加
ふ
る
に
筆
者
の
主
と
し
て
関
心
の
対
象
と
な
-
つ
J
あ
る

部
分
は
近
代
東
洋
で
あ
る
｡
従
っ
て
uIE下
の
筆
者
に
と
っ
て
何
よ
-
も
必
要
な
こ
と
は
近
代
東
洋
の
政
治
経
済
史
的
特
質
の
把
捉
で

あ
る
｡
之
に
裁
て
の
筆
者
の
見
透
し
を
詳
述
す
る
こ
と
は
別
の
横
合
に
譲
る
外
は
な
い
が
､

三
口以
て
之
を
諏
へ
ば
'
そ
れ
は
偶
々

近
代
化
に
於
て

l
歩
前
進
せ
る
西
洋
が
､
そ
れ
に
返
れ
た
る
東
洋
を
植
民
地
化
､
若
し
く
は
牛
楢
民
地
化
せ
pp
過
程
で
あ
り
'
同
時

こ
^
)り
風
石
空
っ
.P
,LJ
.り
ヒ艮
半干
ウ
JTTTm藍
川ハ
℃
).e
′'
TrTT,妄
仏工
ド
舟
州≡bL
ノ.
九塾
こ
ま
廷
丁好
ワ
リ灯
四円
｢｣札
羊
ウ
te又Trd
一
こ
knjS
暖
か
へ山
りん亘
｡ま
ど

あ
る
JJ
言
ふ
こ
と
が
出
裾
る
JJ
臥
ふ
O
之
に
名
付
け
て
筆
者
は

｢
近

世
東
韮
政治
結
締
変
｣
IlJ
い
ふ
O
.rE:て

｢靖
祥
｣の
文
字
を
避

け
ん
と
す
る
は
.
飽
く
迄
日
本
の
r
そ
し
こ
東
洋
の
自
主
的
｣止
場
に
立
っ
て
攻
め
て
東
洋
を
見
直
さ
ん

と
す
る
､
所
謂
頼
揮
重

積
に

.
立
脚
す
る
所
以
乾

候
令

一
字
の
相
違
の
上
に
な
-
･13
表
し
て
置
き
廉
い
微
茨
に
外
な
ら
な
い
0

本
稿
は
正
に
こ
の
近
世
東
正
政
治
粋
済
史
の
序
詮
の
一
部
に
相
常
す
る
が
'
そ
れ
も
研
究
の
未
熟
の
馬
に
漸
-
素
描
を
試
み
た
程

度
の
も
の
に

滞F窪
み
琶

ず
'
雲

的
叙
誓

言

よ
是

寧
ろ
史
論
の
讐

讐

空

と
姦

憶
に
思
っ
て
ゐ
る
.
讐

叙

述
の
中
に
多

少共新
し
き
東
洋
史
的
見
地
を
表
明
し
得
た
と
す
れ
ば
'
唱
下
の
筆
者
と
し
て
は
望
外
の
喜
び
と
す
る
所
で
あ
る
o

〓

西
洋
人
来
航
前

に
於
け
る
東
亜
及
東

亜
貿
易
概
観

西
洋
人
の
東
亜
来
航
の
先
駆
を
な
せ
る
は
言
ふ
､迄
も
な
-
葡
国
人
パ
ス
コ
･ダ
･ガ
マ

で
あ
-
‥
袖
が
ア
フ
リ
カ
の
南
端
を
廻
っ

て

近
世
初
期
に
於
け
る
東
正
貿
易

欝
四
番

五
九

第

l
戟

五
九



近
世
初
期
に
放
け
る
敢

正
貿
易

第
四
番

六
〇

第

1
戟

六
〇

岸
め
て
ulE=
庭
の

カ
リ

R
ツ
ト

に
到
達
し
た
の
が
西
紀

l
E
l九
八
年
で
あ
る
か
ら
'
西

洋
人
来
航

の

直
前
と
言

へ
ば
､
i(
憶
西
紀
十
五

世
紀
の
筏
年
頃
Iu
い
ふ
JJ
と
に
な
る
O
そ
の
頃
の
東
宝
の
1
般
情
勢
を
概
観
す
れ
ば
'
先
づ
日
本
は
人
皇
盲

二
代

後
花
園
天
皇
よ

-
百
三
代

役

土
御
門
天
皇
に
至
る
時
代
､
即
ち
足
利
将
軍
八
代
養
政
よ
-
十

一
代
最
澄
に
至
る
韓
代
に
借

り
'
艦
仁
の
乱

(西
紀
一

望

ハ七
宗

.m
l七
七
聖

よ
-
n･轟

き
膿
-墓
の
世
に
移
ヱ

ノ
1
あ
っ
た
頓
で
あ
る
｡

ヽ

安
郡
に
あ
つ
て
は
桝
の
英
宗

(六
代
畝
に
八
代
)
よ
-
孝
芽

年

代
)
に
至
る
時
代
に
駕

･slr
未
だ
明
の
濡
世
時
代
と
冨
ふ
ぺ
-
'

殊
に
孝
宗
は
明
の
中
世
に
於
け
る
賢
者
と
し
て
聞
え
'
そ
の
治
世
は
弘
治
の
世
と
し
て
史
上
に
暗
偉
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
'
攻
の
武
宗

時
代
よ
･sh
官
官
の
弊
現
は
れ
'
明
園
も
漸

⊥
蓑
簿
に
向
ふ
の
で
あ
る
D

印
度
に
あ
つ
て
は
'
デ
カ
ン
牛
島
の
南
端
に
唯

l
の
ヒ
ン
ヅ
-
王
国
と
し
て
二
首
年
の
盛
世
を
誇
れ
る
ヴ
ィ
.I,h
ヤ
ヤ
ナ
ガ
ル
Hl
園

の
俺
徐
命
を
保
て
る
を
除
き
'
金
印
変
は
事
雲
上
多
数
の
回
教
王
国
に
分
れ
､
群
雄
割
椋
の
耽
勢
を
量
し
て
常
に
戦
乱
の
絶
え
る
こ

と
な
-
'
デ
ー
リ
ー
に
は

1
四
五
〇
年
よ
-
7
7
､カ
ン
人
の
ロ
ヂ
-
王
朝
君
臨
せ
る
も
天
下
に
統
合
す
る
丈
の
勢
威
な
く
'
之
亦
稚

方
的
回
教
政
椎
の
l
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
耽
態
で
あ
っ

た
｡
斯
-
て
十
六
世
紀
の
年
頃

二

五
五
六
年
)
ア
ク
バ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
ム
ガ

I

I
ル
帝
国
の
確
立
を
見
る
ま
で
は
印
度
に
統

l
と
秩
序
は
背
ら
さ
れ
な
か
っ
た
o

翻
っ
て
印
度
支
那
牛
島
方
面
の
情
勢
は
と
見
れ
ば
'
束
管

芹
に

l
E
I
T
石

年
明
園
の
帯
締
よ
り
況
し
て
弼
宰

レ
た
繋
王
朝
の
安
南

チ
ヤ
ふ.I

国

-(常
時
は
大
越
国
と
戟
し
た
)
あ
り
'

そ
の
甫

イ
ン
ド
ネ
シ
ャ
系
擾
旗
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
古
城
な
る
小
王
園
を
塵
迫
し
て

1
四
七

〇
年
遂
に
之
を
併
合
し
.
ク
メ
ー
ル
族
の
カ
ン
ボ
ヂ
ヤ
三
園
と
堤
を
接
す
る
に
至
っ
た
｡
そ
の
西
隣
即
ち
今
日
の
泰
幽
地
域
に
は
'

同
園
中
世
史
に
四
百
年
以
上
の
命
脈
を
保
持
し
た
ア
ユ
チ
ャ
王
朝
が
あ
-
'
メ
ナ
ム
河
下
流

一
帯
を
領
し
て
そ
の
勢
力
は
馬
莱
牛
島



I

.
,-,
I
:I-
I
.
･＼
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･
･
.:
き

｣

ノ

把
及
び
,
北
部
の
チ
ェ
ン
マ
イ
を
中
心
と
す
る
前
王
朝

(
ス
コ
ー
ク
ユ
二
朝
)
の
残
存
勢
力
や
'
カ
ム
が
ヂ
ヤ
王
国
等
と
の
間

に絶
え

ず
衝
突
を
繰
返
し
て
ゐ
た
｡
又
今
日
の
ビ
ル
マ
讐

完

は
北
部
に
シ
ャ
ン
旗
の
ア
パ
王
朝
あ
-
､
南
部
の
ペ
グ
-
王
朝
と
封
立
し
て

覇
を
寧
ひ
'
結
局
十
｣ハ
世
紀
に
入
り
ト
サ
ン
ダ
ー
王
朝
の
勃
興
を
見
る
迄
こ
の
地
域
の
統

l
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
o

馬
瀬
牛
島
の
甫
部
に
於
て
は
首
稗
奴
に
回
教
化
し
て
ゐ
た

マ
ラ
ッ
カ
王
国
の
存
在
が
特
に
目
立
っ
て
ゐ
た
.
即
ち
同
地
は
LuE=
慶
洋

と
甫
支
那
海
と
を
結
ぶ
海
上
交
通
の
要
衝
笠

芸

所
か
ら
､
南
方
貿
易
の
最
大
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
て
ゐ
た
の
み
な
ら
ず
'
十
六

雅
紀
の
初
頃
同
地
へ
発
航
し
た
的
洋
人
に
よ
-
管
蓮

見
空

の
貿
易
港
と
七

記
録
さ
れ
た
程
で
あ
っ
た
o

(
｡
の
鮎
に
つ
い
て
は

愉
後
述
す
る
)

を
賢

二
訂
夢

二
/･,ナ
7(,旨
Jh
∃
雪
TTl,弔
ナ

｢二

苧
｢
t
考

･,).
ヤ
ワ
t)
は
イ
/
ド

不
シ
ャ
民
嬢
把
J･:忙
最
も
輝
し
き
名
と
止
め
t

l

L"T■日々
川･k
いい
.LUに
トルい
い目
′小目〓
･i
..v
u｢
‥ノ
≡
LH1.畑
lTll1
7'1T▲〔
H
q
｡
.
L.目
しい

.,1
Lノ
ー′

コTl
ノ
′J
∴lJ

題
と
し
っ
1
あ
る
時
期
は
同
王
国
の
末
期
に
首
り
'
回
教
浸
透
の
影
響
を
受
け
て
圃
礎
赫
-
動
賭
せ
ん
と
し

っ
1
あ
っ

た

時

代

で

あ

る
｡
更
に
比
律
署
諸
島
に
あ
つ
て
は
常
時
未
だ
極
め
て
未
開
の
状
態
に
あ
り
'
即
ち
東
印
度
や
常
支
部
方
面
か
ら
の
移
住
者
に
よ
っ

て
創
ら
れ
凍

｢
バ
ラ
ン
ガ
イ
｣
(
土
語
に
て
舟
藍
還

す
)
と
稀
す
る
小
部
落
が
'
沿
岸
或
は
奥
地
千
野
の
各
地
に
雑
然
と
存
在
し
た
の

み
で
'
国
家
と
稲
し
得
る
程
の
組
織
は
未
だ
何
虎
に
も
覆
達
し
て
屠
ら
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
O

1

一

之
を
要
す
る
に
常
時
の
東
亜
は
･

rn
本
･

支
部
-

印
変
の
如
き
古
き
文
化
園
と
経
も
未
だ
中
世
紀
的
'

乃
至
封
建
的
時
代
に
熟

し
･
従
っ
て
経
済
的
に
は
絶
照
に
自
足
的
農
業
経
済
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
皇

口
ふ
迄
も
な
い
.
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
之
等
各
国
各
地

域
の
闇
は
勿
論
'
遠
く
西
洋
と
の
間
に
も
.
昔
時
の
交
通
状
態
と
し
て
は
可
成
清
澄
な
貿
易
が
行
は
れ
て
ゐ
た
o
西
洋
人
来
航
前
の

近
世
初
期
に
於
け
る
東
証
貿
易

第
四
番

六
l

帯

1
戟

六
一

ノ

ー



近
世
初
期
に
於
け
る
罪
証
貿
易

第
四
巻

六
二

第

1
怒

六
二

こ
と
で
あ
る
か
ら
固
J
り
そ
れ
は
東
洋
人
白
身
の
手
に
･Ll
つ
て
営
ま
れ
て
ゐ
た
も
の
で

あ
る
が
'
そ
れ
が
西
洋
人

の
爽
航
筏
如
何
な

る
影
響
を
受
く
る
に
空
っ
た
か
を
明
に
す
る
篤
に
､
以
下
先
づ
西
洋
人
死
航
前
の
東

亜
貿
易
に
就
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
ゝ

す
る
｡

(
一
)

東
宝
貿
易
の
人
的
要
素

､

常
時
の
風
韻
貿
易
は
主
と
し
て
何
人
の
手
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
か
と
い
ふ
に
り
女
既
約
に
見
て
長
も
鮮
常
を
役
割
を
即
し
て
わ
た

者
は
プ.
ヲ
ビ
ヤ
人
で
あ
る
O
殊
に
南
洋
各
地
域
よ
-
印
度
洋
銀
に
紅
海
や
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
か
け
て
の
遠
洋
貿
易
は
殆
ど
彼
等
の
猫
占

す
rQ
所
と
言
っ

て
い
1
状
態
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
こ
の
場
合
文
教
上
の
所
謂
ブ
ラ
ビ
オ
人
な
る
者
が
､
専
賛
具
し
て
今
日
の
地
理
挙

上
で
了
解
さ
れ
て
ゐ
る
ア
ヲ
ビ
ヤ
地
方
の
出
身
者
の
み
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
.
昔
時
の
'
殊
に
丑
細
正
に
関
す
る
地

理
上
の
呼
稀
は
極
め
て
其
然
た
る
も
の
が
多
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
.
昔
時
の
ア
テ
ビ
ヤ
人
な
る
呼
稀
に
封
し
て
も
除
程
簡
裕
の
あ

る
解
梓
を
下
す
必
要
が
あ
-
'
場
合
に
よ
っ
て
は
回
教
徒
の
異
名
位
に
解
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
息
ふ
.
そ
れ
は
兎
も
角
と

し
て
'
展
茸
ア
ラ
ビ
ヤ
商
人
が
活
躍
し
て
ゐ
た
こ
と
は
疑
ふ
飴
地
は
な
い
O
印
度
洋
方
面
程
で
は
な
い
が
'
そ
の
一
部
は
支
部
沿
岸

諸
港
'
殊
に
蘭
東
や
泉
州
等
に
多
数
進
出
し
て
来
て
ゐ
た
こ
と
は
桑
原
髄
液
博
士
等
の
研
究
に
よ
っ
て
明
に
さ
れ
て
ゐ
る
o
然
ら
ば

7
ラ
ビ
ヤ
人
を
し
て
斯
の
如
く
東
亜
貿
易
に
雄
飛
せ
し
め
た
理
由
が
都
連
に
あ
っ
た
か
と
考
へ
て
見
る
に
､
彼
等
が
所
謂

｢
沙
漠
の

i

｣
で
あ
っ
て
'
天
恵
の
茄
薄
は
勢
ひ
被
等
を
駆
っ
て
海
外
に
赴
か
し
め
ね
ば
巳
ま
な
か
っ
た
こ
と
､
彼
等
の
宗
教
た
る
回
教
の
せ

鼎
性
並
に
積
極
性
が
之
毅
鼓
舞
し
た
こ
と
'
而
し
て
ア
ラ
ビ
ヤ
の
地
が
古
来
東
西
貿
易
の
要
衝
を
占
め
､
従
っ
て
彼
等
は
夙
に
仲
帽

商
人
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
t
等
を
拳
げ
て
之
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
0
唯
そ
の
際
問
越
と
な
る
こ
と
は
､
あ



の
ア
ラ
.iJ.ヤ
地
方
か
ら
良
質
の
胎
材
が
得
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
願
を
疑
問
で
あ
-
.
従
っ
て
迭
胎
の
問
題
を
彼
等
は
如
何
に
し
て
解

決
し
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
は
ア
ラ
ビ
ヤ
史
の
研
究
者
か
ら
教
へ
を
乞
ひ
慶
い
所
で
あ
る
｡

ア
ラ
ビ
ヤ
人
以
外
で
東
亜
貿
易
に
参
加
し
た
者
と
し
て
は
支
部
人
'
琉
球
人
'
日
本
人
'
ジ
ャ
ワ
人
'
ブ
キ
人
'
印
度
人
及
び
ペ

ル
シ
ャ
人
等
が
あ
る
O
就
中
支
那
人

-
-
と
い
っ
て
も
主
と
し
て
南
支
那
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
ー

は
明
朝
の
下
湛
通
蕃
禁
止
政
策

の
行
ほ
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
'
南
洋
に
進
出
す
る
者
少
か
ら
す
'
そ
の
1
部
は
印
度
洋
方
面
に
迄
贋
足
を
伸
ば
し
て
ゐ
た
棟
で
あ

る
｡
永
楽
上
砂
宜
徳
年
間
に
か
け
て
行
ほ
れ
た
t
か
の
鄭
和
の
大
遠
征
の
影
響
と
し
て
見
て
も
蓋
し
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
う
｡

変
に
常
時

の
史
献
上
見
逃
す
こ
JJ
の
出
額
ぬ
立
役
者
の
一
は
琉
球
人
で
あ
る
｡
dE
揮
人
の
史
献
上

｢
レ
グ
オ
ス
｣
丈
は

｢
'rn
I
レ

ゝ
.⊃

ス
山
JJ.し
て
.頻
繁
に
班
は
れ
Lr･.く
る
議
か

TLl≠
封
対
人
.で
あ
る
.Lj
と
は
.
今
日
姥
等
男
に
邦
と
克
謀
と
.た
.LL
沖
と
l召
.i;Iで
.よ
カ
･軽

..1
1.じIU
I
_IJ'
LLJJU
7rT
I
.I
L

ノヽ
一
一Tr二
｣ヽ

]̂1ヽ肝ル
L.Ⅳn..‖リ
ノヽ
T
l‡
l
l･.I.
ノヽ
l
■
､′

明
に
群
棲
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
｡
パ
ス
コ
･ダ
･
ガ

マ
が
初
め
て
印
度
の

カ

リ
カ
ッ
ト
に
到
達
し
た
時
の
同
港
の
事
情
を
侍
へ
た
史
料
に

よ
れ
ば
'
同
港
に
迄
彼
等
の
過
料
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
｡
然
し
琉
球
側
の
史
料
に
於
け
る
琉
球
人
の
活
動
範
範
は
'
日
'
鮮
'
支

方
面
望

呈

迄
も
な
小
と
し
て
､
南
方
は
大
鯉

マ
ラ
ッ
カ
､達
ま
で
ゞ
あ
つ
た
と
息
は
れ
る
｡
何
れ
に
せ
よ
彼
等
を
し
て
斯
の
如
-
未

設
の
貿
易
史
上
に
名
を
戎
さ
し
め
た
理
由
は
'
ア
ラ
ビ
ヤ
人
の
場
合
と
等
し
く
'
同
園
の
k/
意
非
薄
な
る
に
掃
せ
し
め
る
こ
と
が
出

来
よ
う
｡

昔
時
に
於
け
る
日
本
人
の
貿
易
活
動
は
､
御
朱
胎
貿
易
の
開
始
以
前
に
展
す
る
の
で
'
専
ら
朝
鮮
､
支
那
.
及
び
琉
球
と
の
間
に

限
ら
れ
て
ね
た
が
'
室
町
幕
府
の
勢
威
漸
く
喪
へ
'
戟
歯
の
世

へ
と
推
移
し
っ
･̂
あ
っ
た
時
代
と
て
'
幕
府
も
諸
雄
藩
,b
'
仮
に
今

近
世
初
期
に
於
け
る
東
亜
貿
易

算
四
番

六
三

第

7
班

六

三

㌧

ノ



近
世
初
期
LL於
け
る
東
電
貿
易

第
四
審

六
四
.

第

1
額

六
四

日
の
用
語
を
以
て
す
れ
ば
'
所
謂
園
防
経
済
的
と
も
言
ふ
べ
き
必
要
に
迫
ま
ら
れ
て
'
放
っ

て
貿
易
の
利
宗
を
追
求
す
る
や
う
に
な

っ

た
時
で
あ
り
'
従
っ
て
そ
の
貿
易
活
動
は
可
成
清
澄
な
様
相
を
呈
し
て
ゐ
た
.
童
判
幕
府
が
単
な
る
方
便
と
は
言

へ
'
明
園
に
封

し

明
葺
司
と
ハ
L
A
･う
な
圃
鰐
没
却
の
鮮
度
む
敢
て
し
た
･LJ
JJ
に
徴
し
て
も
'
貿
易
に
封
す
る
常
時
の
積
極
性
を
伺
ふ
こ
･q
カ
臼
頚

.lやヽ
1.4]人ヽ

つ.･.■rこ~J
⊂HF
`
＼

1
.

よ

う
O

印
度
海
運
牢

昭
和
十
八
年
)
に
よ
っ
て
可
成
詳
細
に
知
る
.LJ
J
J
が

出
衆
る
が
'
以
上
に
韓
げ
た
ヤ
う
な

拷
国
人
の
帝
動
に
此
し
'
常

時
ど
の
程
度
の
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
か
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
｡

然
し

印
度
の

マ
ラ
バ
ー
ル
響

芹
地
方
は
傍
且
な
る
船
材
に
富

み
'
造
船
術
も
可
成
蔑
達
し
て
ゐ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
'
1
-

例
へ
は
M
(,relan
d
に
よ
れ
ば
'
メ
ッ

カ
巡
硝
階
の
如
き
は
勿
論
兼
造
船
で
'

千
噸
力
至
千
五
百
噸
仕
の
も
の
ま
で
造
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
･
･
-
･

常
時
の
東
韮
貿
易
の
人
的
要
素
と
し
て
印
度
人
に
も
相
常
の

重
さ
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
｡

(
二
)

東
亜
貿
易
の
形
態

西

洋
人
釆
航
前
の
東
亜
貿
易
の
形
態
を

l
定
の
標
準
に
よ
っ
て
牒
系
的
に
分
頬
説
明
す
る
こ
と
に
は
多
-
の
困
難
が
件
ふ
の
で
'

特
に
分
架
す
る
と
い
ふ
や
う
な
意
味
に
於
て
ゞ
は
な
し
に
'
唯
便
宜
的
な
項
目
を
掲
げ
て
略
語
す
る
こ

と
に
す
る
｡
先
づ
畢
ぐ
べ
き

は
宮
廷
貿
易
乃
至
官
営
貿
易
と
も
名
付
く
べ
き
も
の
で
'
之
が
常
時
の
東
茄
貿
易
に
於
て
は
頗
る
貢
要
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡
例

へ
ぽ
琉
球
の
貿
易
は
明
に
王
室
の
燭
占
貿
易
で
あ
っ
た
L
t
又
我
国
よ
-
明
閲
へ
況
遺
し
た
勘
合
貿
易
船
は
宝
町
幕

府
の
直
営
若
-
は
'
大
内
､
細
川
等
の
大
名
の
営
む
所
で
あ
っ
た
.
史
南
洋
諸
韓
か
ら
明
観
へ
涼
遺
し
た
所
謂
朝
貢
舵
の
如
き
も
同



虞

濠

I
儀

t

j
J
t
ぎ

壬

･～

･･
･

.

株
の
も
の
で
あ
っ
た
と
息
は
れ
る
o
但
し
ア
ラ
ビ
ヤ
人
や
印
変
人
の
貿
易
が
如
何
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
必
す
L
も
明
か

で
は
な
い
｡
然
し
之
等
に
あ
つ
て
も
宮
廷
貿
易
又
は
そ
れ
に
近
い
も
の
が
可
成
含
ま
れ
て
わ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
O
監
し
常
時
の

＼
木
造
船
時
代
に
於
て
遠
洋
航
拓
に
耐

へ
る
や
う
な
大
船
を
建
辻
す
る
こ
と
は
'
王

苛

政
帝
の
力
を
以
て
す
る
の
で
.な
け
れ
ば
容
易

に
は
望
め
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
し
'
丈
常
時
の
王
室
や
政
府
は
主
と
し
て
財
政
的
な
見
地
よ
り
し
て
外
国
貿
易
の
利
蒜
を
澗
占
せ
ん

と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
等
に
よ
っ
て
之
を
説
明
し
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
C
然
し
我
国
に
あ
つ
て
も
後
の
御
朱
印
船
貿
易
時

代
に
な
る
と
商
莫
資
本
の
畿
達
漸
く
著
し
-
.
私
営
貿
易
が
寧
ろ
原
則
と
な
る
に
至
っ
た
｡

攻
に
常
時
の
貿
易
形
態
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
ー
支
部
と

東
軍
靖
国
と
の
間
に
行
は
れ
た
朝
貢
貿
易
が
あ
る
O
軌
ち

支
那
と

Lの貿

易

を
接

す
iO
潔
.丑
浦
項
が

､
ia
議

の
形
式
を
以
っ
て
す
る
忙
非
や
ん
ぽ
外
樋
1J
の
渡
瀬
紅
許
さ
な
い
,lJ
い
ふ
支
部
古
瀬
の
尊
大

な
態
度
を
逆
鞘
し
て
行
つ
舟
貿
易
の
11
形
式
で
あ
･=
;
前

述

の

官

営

貿

易

の

山
牲

K

外

泊

･i

.恵

,

,,
[)
が
し
な
が
iit.鮒
買
約

に
は
醐
請

使
節
よ
-
明
延
へ
蘭
す
進
貢
物
並
に
醸
員
よ
り
支
郵
政

荷

要

人
に
量

す

る

頑

物

を

積
み
込
む

外
'

附
搭

甥

と

稀

し

各

種
の

私

貿

易

D
t｡EI

の
積
載
を
常
L
t
躍
っ
て
量
々

私
商
人
の
便
乗
と
も
許
し
た
の
で
あ
る
｡
故
に
そ
れ
は
形
式
上
官
営
貿
易
に
し
て
専
管
私
貿
易
を
乗

ね
た
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら

う
｡
香
'
貿
易
の
見
稚
よ
-
す
る
な
ら
ば
'
準
見
物
や
穐
物
は
寧
ろ
附
た
-
で
'
附
搭
貨
の
封
支
輸

出
と
r
そ
れ
と
の
交
換
に
よ
る
支
部
品
の
樟
得
に
こ
そ
朝
貢
牌
派
遣
の
主
た
る
目
的
が
あ
つ
た
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡

最
後
に
今

l
つ
重
要
な
貿
易
形
態
と
し
て
仲
鳩
貿
易
を
奉
げ
る
必
要
が
あ
る
.
常
時
の
貿
易
品
は
後
述
す
る
如
く
賓
移
品
や
珍
稀

な
品
物
'
即
ち
上
骨
階
毅
の
･消
費
物
が
主
で
'
後
代
の
貿
易
品
の
如
-
其
の
園
の
産
業
博
達
と
直
接
結
び
つ
い
た
物
は
嘩
ろ
少
な
か

っ
た
の
で
'
時
々
と
し
て
何
虚

へ
で
も
仲
増
さ
れ
や
す
い
と
云
ふ
性
質
を
持
っ
て
ゐ
た
｡
加
ふ
る
に
琉
球
人
の
如
く
専
ら
仲
憎
貿
易

近
世
初
期
に
於
け
る
東
亜
貿
易

第
四

巻

六
五

第
1
戟

六
五



近
世
初
期
に
於
け
る
東
亜
貿
易

第
四
番

六
六

第

7
筋

六
六

の
利
益
を
得
ん
が
薦
仁
清
躍
し
た
者
も
あ
っ
て
'
そ
れ
が

1
暦
盛
に
行
は
れ
た
次
第
で

あ
る
｡

昔

時
の
貿
易
に
関
す
る

文
献
の
中
に

は
.
貿
易
品
の
原
産
地
名
と
し
て
往
々
我
々

の
合
鮎
L
が
た
い
も
の
を
見
出
す
事
が
あ
る
が
'
そ
れ
こ
そ
仲
絶
品
で
あ
-
'
原
を
地

名
と
し
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
葦
は
仲
棺

地
名
に
他
な
ら
な
い
場
合
が
壌
い
毒
を
望

息
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
い
例
へ
ば
茶
道
の
組

千
の
利
久
に
関
し
て
息
出
さ
れ
る
呂
未
達
は
明
ら
か
に
呂
采
産
に
あ
ら
ず
し
て
'
章
は
呂
宋
仲
服
の
支
郵
陶
器
に
過
ぎ
な
か
っ
た
如

･TJU
t
タ
一ノ
.‥化八
八は
r.r
ld
■/I

(

三
)

主
要
貿
易
品

常

時

の
貿
易
品
は
常
時
に
於
け
る
外
国
品
需
要
の
特
質
並
に
交
通
僕
件
に
よ
っ
て
著
し
く
制
約
さ
れ
た
｡
即
ち
常
時
の
末

正
諸
国

は
何
れ
も
中
世
紀
的
自
足
経
緯
の
段
階
に
あ
-
.
従
っ
て
1
般
大
衆
は
殆
ど
外
国
品
需
要
に
入
-
来
ら
や
.
之
を
需
要
し
得
る
者
は

国
家
.
重
量
､
又
は
上
盾
支
配
階
級
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
｡
加
ふ
る
に
常
時
の
船
舶
酔
漢
能
力
や
航
海
術
の
襟
度
よ
り
し
て
'
貿
易
品

の
帯
び
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
特
質
は
容
積
小
に
し
て
慣
借
の
大
な
る
も
の
､
･
-

そ
の
多
-
は
蓉
移
品
乃
至
珍
稀
な
る
品
物
I
I
I
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
o
か
や
う
な
制
約
は
あ
つ
た
が
､
昔
時
の
史
料
文
献
は
か
な
り
多
程
多
様
の
貿
易
品
が
取
引
さ
れ
た
事
を
侍

へ
て
ゐ
る
O
試
み
に
之
に
勤
し
精
々

醍
系
的
な
分
類
を
施
す
な
ら
ば
攻
の
如
く
な
る
｡

1
.
貨
幣
叉
は
地
金
銀

二
'
手
工
業
用
原
料
品

(
イ
)

醇
工
業
用
原
料

(

a

)

金
巌
工
業
用
原
料

生
糸
'
染
料

(蘇
木
'
藍
等
)'
皮
革

雫
石
'
硫
黄
等

鋒
'
銅
'
錫
､
鉛
等

-j転



三
'
手
工
業
製
品

(
イ

)

専
修
的
用
品
-
美
術
工
垂
品

各
種
織
物
'
陶
器
'
漆
器
等

(

ロ

)

武

串

刀
釦
類

四
'

食
料
品
'
曙
好
品
及
薬
品
額

香
料
､
輿
槙
'
米
穀
､
砂
肺
等

五
'
其

他

(
イ
)

軍
用
品

臨
m
l

(

ロ

)

文
化
財

書
籍

'

菩
憲
頬

右
の
内
主
塔
な
る
も
の
上
父
流
状
態
に
つ
k
u.苅
千
の
説
明
,b･加

へ
る
e
光
づ
姥
神
聖
父
稚
･.J
L
で
妃
も
辞
箸
な
り
し
ぼ
.
明

固

よ

り
ヨ
ネ

,.
LJ
,外
幾
緒
の
櫛
八
Y･J
絶
っ
た
G
所
私
儀
鴫
日
本
は
明
閑
に
即
し
多
丑
の
銅
を
輸
出
し
乍
Ait鶴
よ
り
節
銘
を
諦
推
て
巳
填
な

か
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
以
て
常
時
の

日
本
の
銅
精
錬
並
び
に
鋳
貸
扱
衝
が
支
那
に
比
し
如
何
に
劣
っ
て
ゐ
た
か
を
知
る
に
足
る
で
あ

･

ら
う
｡
然
し
乍
ら
そ
の
反
軍

日
本
の
刀
軌
製
作
技
術
は
雁
封
に
他
国
■の
追
曙
を
許
さ
ざ
る
も
の
が
あ
つ
た
や
う
で
'
永
楽
鍔
の
輸

入
と
引
替

へ
に
日
本
よ
-
明
随

へ
輸
出
さ
れ
た
,P
の
1
大
宗
が
賓
に
こ
の
刀
叡
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.0
.

琴
忙
碓
金
銀
の
交
流
に
於
て
は
之
亦
日
本
か
ら
の
輸
出
が
特
に
目
立
っ
て
ゐ
た
よ
う
で
あ
る
｡
日
本
は
琉
球
を
通
じ
て
の
所
謂
南

蟹
品
の
輸
入
に
封
し
.
主
と
し
て
銀
を
以
て
決
済
し
て
ゐ
た
と
息
は
れ
る
｡

南
蟹
品
と
言

へ
ば
之
を
代
表
す
る
も
の
は
南
洋
産
の
各
種
香
料
塀
で
あ
っ
て
'
昔
時
東
屋
諸
国
間
貿
易
に
於
て
最
も
電
要
を
地
位

を
占
め
て
ゐ
た
の
み
な
.ら
ず

､
ア
ラ
ビ
ヤ
人
の
手
を
経
て
レ
.'',
ン
ト
海
沿
岸

へ
､
そ
し
て
そ
こ
か
ら
伊
太
利
商
人
の
千
把
よ
り
欧
洲

近
世
初
期
に
於
け
る
常
並
貿
易

第
四
番

六

七

第
1
競

六

七



近
世
初
期
に
於
け
る
東
証
貿
易

第
四
番

六

八

第

一
就

六
八

各
国
へ
蘭
ら
Tt)れ
て
ゐ
た
こ
と
は
F.1
-
知
ら
れ
て
ゐ
る
庭
で
あ
る
｡
倍
所
謂
有
壁
品
の
中
に
は

南

洋
産
の
錫
や
各
種
薬
種
､
染
料
類

及
び
uIE:
牽

姓
q
綿
布
や
繊
な
ど
も
含
ま
れ
て
居
り
'
就
中
印
度
の
綿
布
は
支
郡
の
絹
放
物
･U
共
に
贋
-
東
丑
各
園
の
問
に
取
引
さ
れ

て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
｡

以
上
に
よ
り
西
洋
謂
閲
民
雅
航
遁
前
の
清
張
貿
易
の
概
況
を
明
か
に
し
得
た
JJ
臥
ふ
ぐ
力
で
攻
に
斯
様
な
情
勢
下
に
季

つ

た
凍
茄

貿
易
の
中
に
酷
洋
的
要
素
が
加
は
る
に
至
っ
た
油
管

J即
ち
粥
洋
語
圃
民
碑
杭
の
政
治
控
怖
史
的
荘
滝
を
開
明
㌻
る
の
が
順
序
で
あ

る
が
'
本
稿
の
主
題
か
ら
は
脚
か
逸
脱
す
る
倶
肌
も
あ
rfa
の
で
之
を
割
愛
L
t
直
ち
に
東
証
に
進
出
し
裾
つ
た
西
洋
人
に
よ
る
常
並

I

貿
易
の
特
質
の
検
討
を
行
ひ
'
前
述
の
如
き
黄
玉
人
に
よ
る
東
亜
貿
易
と
の
異
同
を
明
か
に
し
て
見
度
い
と
思
ふ
｡

三

西
洋
的
東
亜
貿

易
の
特
質

西
洋
諸
国
民
に
ょ
る
東
'Ej
貿
易
に
就
て
は
'
種
々
な
る
角
度
か
LCL.之
を
特
徴
づ
け
る
こ

i:pが
出
乗
る
.
発
づ
節

l
忙
指
摘
し
憂
い

と
息
ふ
の
は
彼
等
の
貿
易
清
動
の
地
域
的
特
徴
で
あ

る
｡
即
ち
そ
れ
は
東
西
爾
洋
間
の
貿
易
と
東
亜
諸
国
間
の
貿
易
と
の
二
方
面
か

ら
成
っ
て
ゐ
た
一と
い
ふ
鮎
で
あ
る
O
東
亜
に
直
接
金
銀
を
求
め
'
若
し
く
は
西
洋
に
於
て
亨

か
ら
珍
董
さ
れ
乗
っ
た
各
種
の
東
丑

物
産
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
の
が
彼
等
を
駆
っ
て
某
韮
進
出
の
胃
陰
を
敢
て
せ
し
む
る
忙
至
っ
た
最
i(
の
動
機
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る

が
'
専
管
東
正
に
来
航
し
た
彼
等
は
､
単
に
か
1

る
東
西
柄
洋
間
の
貿
易
に
従
事
す
る
の
み
を
以
て
満
足
せ
ず
'
同
時
に
殆
ど
畢
初

か
ら
末
弟
諸
開
聞
の
貿
易
に
も
乗
出
し
て
来
た
鮎
を
特
に
注
意
し
廉
い
と
息
ふ
｡
そ
の
理
由
は
色
々

考
へ
ら
れ
る
が
'
-

例
へ
ば

商
業
の
放
浪
性
と
い
つ
た
や
う
な
こ
と
も
そ
の

丁

最
も
茸
要
な
こ
と
は
'
攻
に
述
べ
ん
と
す
る
今

l
つ
の
茸
婆
な
特
徴
I

･
片



･
∵

∴

.
1

.

.

1,

I

/

∴

,

･
･

･･-

･

∵

･

貿
易
-

と
の
閲
聯
か
ら
来
る
貿
易
資
金
現
地
調
達
の
必
要
性
と
い
ふ
こ
と
で
値
っ
毎

備
そ
れ
に
加

へ
て
現
地
機
関
の
維
持
費
獲

得
の
必
要
性
を
も
拳
ぐ
べ
き
で
あ
ら
う
｡
之
等
の
鮎
に
就
て
は
便
宜
次
項
と

1
括
し
て
説
明
す
る
が
'
唯
こ
ゝ
に
附
言
し
て
置
い
て

よ
い
と
息
ふ
こ
と
は
'
彼
等
の
貿
易
宿
勤
の
本
鰹
は
飽
-
ま
で
東
西
雨
洋
間
の
そ
れ
に
あ
り
'
東
韮
諸
国
間
貿
易
は
そ
れ
に
封
す
る

補
助
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡

次
に
論
す
べ
き
は
貿
易
内
容
∵
即
ち
貿
易
の
商
品
構
造
に
於
け
.る
特
徴
で
あ
る
o
而
し
て
前
述
し
た
斬
に
よ
り
'
そ
れ
は
又
自
ら

二
方
面
に
分
け
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
.
先
づ
第

l
は
東
空
洞
洋
間
の
貿
易
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
が
'
を
の
特
徴
を

1
111)吊
に
し
て
泰

は
せ
ば
.
そ
れ
は
主
と
し
て
鍬
と
凍
拝
物
遠
と
の
交
換

で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
葬
る
O.

今
日
の
貿

易

用

語
を
以
て
す
る
な
ら

日

伊
讃

!
月
貿
易
｣
で
遼
/一
て

祭
も
甚
し
く
匹
群
に
不
封
な
る
月
貿
易
で
透
っ
た
C

級
に
述
べ
た
如
-
..
昔
時
の
東
.E3
貿
易
の
商
品
構
造
に
は
時
代
的
に
重
要
な
御
約
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
､
そ
の
事
情
は
西
洋
人

に
上
る
東
西
貿
易
に
於
て
も
愛
-
は
な
か
つ
た
｡
即
ち
'
容
積
小
に
し
て
慣
値
の
大
な
る
も
の
と
い
ふ
法
則
が
こ
1
に
も
働
い
て
ゐ

た
O
然
も
傭
西
静
の
東
洋
に
求
む
る
塩
は
頗
る
多
か
つ
た
｡
そ
の
第

l
は
胡
根
､
生
葺
'
丁
香
'
肉
豆
琴

肉
柱
'
白
檀
等

南
洋

熱
帯
の
濁
占
的
産
物
た
る
香
料
短
で
あ
っ
て
､
就
中
前
根
が
黄
も
重
要
視
さ
れ
た
｡
そ
れ
に
次

い
で
は
砂
糖
.
乾
葡
萄
'
乾
杏
等

の

昔
時
と
し
て
は
替
修
的
な
食
料
品
や
'
蘇
木
.
.明
変
等
の
染
料
琴

さ
て
は
印
度
の
各
種
綿
織
物
や
支
那
の
絹
織
物
'
陶
磁
器
等

の

手
工
菓
製
品
に
至
る
ま
で
そ
の
種
類
は
頗
る
多
か
つ
た
｡

然
る
に
同
じ
法
則
の
支
配
下
に
西
洋
か
ら
東
洋

へ
供
給
し
て
'
そ
こ
に
有
利
な
市
場
を
見
出
し
得
る
様
な
も
の
は
'
金
銀
'
殊
に

銀
を
除
い
て
催
絶
ど
言
ふ
に
足
る
も
の
は
な
か
っ
た
｡
金
銀
以
外
の
鋳
物
塀
'
例

へ
ぽ
鋼
'
錬
'
鈴
等
は
相
昔
有
利
な
菅

m
で
は
あ

近
世
初
期
に
於
け
る
東

亜
貿
易
勺

第
四
番

六
九

第

一
統

六

九



近
世
初
期
に
於
け
る
東
缶
貿
易

第
四
魯

七
〇

第

1
助

七

〇

っ
た
が
､
幹
途
上
の
難
鮎
が
あ
る
外
'
常

時
欧
洲
か
ら
の
供
給
力
に
は
眠
り
が
あ
っ
た
o

専
管
昔
時
の
西
洋

に
於
て
最
も
重
要
な
貿

易
品
と
云
へ
ば
毛
織
物
で
あ
-
'
そ
れ
な
ら
ば
輸
出
飴
力
も
充
分
あ
っ
た
の
で
'
そ
れ
が
最
も
東
洋
へ
賓
込
み
廉
い
品
物
で
あ
っ
た

が
､
東
亜
の
熱
帯
圏
は
云
ふ
も
更
な
ゎ
'
北
方
圏
.Q
日
本
､
朝
鮮
'
支
部
等
に
於
て
す
ら
習
慣
の
相
違
と
庶
路
の
鮎
か
ら
到
底
大
な

I

る
謂
潜
む
見
出
し
得
な
か
っ
た
｡
又
美
術
工
薬
品
等
把
要
っ
て
Jは
..
日
本
F
支
那
､
Lli慶
等
の
古
き
文
化
観
を
有
す
る
凍
洋
の
方
が

瞥
侍
的
伴
よ
-
も
好
つ
LrJ
P
LL去

77:ヨ
つ
て
も
娼
貰
.iJ
は
放
く
.
錐
-I.ILr血

税
の
も
の
に
つ
い
て
も
東
洋
に
好
那
路
を
兄
畑
す
可
能
性

は
少
か
つ
ね
り
斯
-
て
匹
禅
の
凍
洋
に
隷
む
る
朗
が
大
な
れ
ば
な
る
程
'
即
ち
東
洋
貿
易
に
射
し
硬
極
的
忙
な
れ
ば
な
る
程
'
牧
等

は
よ
り
多
く
の
銀
を

ぽ
貿
易
資
金
と
し
て
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
l
例
と
し
て
英
園
東
印
度
禽
杜
の
初
期
の
頃
の

事
情
に
つ
い
て
見
る
に
'

1
六
〇
1
年
か
ら

1
六

一
二
年
迄
の
所
謂

｢
個
別
航
海
時
代
｣
に
商
船
除
を
頗
遁
す
る
と
と
都
合
九
回
'

船
舶
数
合
計
二
十
六
垂
で
'
輸
出
倍
額
の
総
計
は
二
十
高
密
飴
に
達
し
た
が
'
そ
の
中
の
約
七
割
に
相
常
す
る
十
三
寓
八
千
樗
飴
は

貨
幣
及
び
稚
金
銀
で
'
其
他
が
商
品
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
紅
綬
-
所
謂

｢
初
期
合
本
｣
時
代
は

l
六

l
二
幸

よ
り

l
六
年
ま
で
ゞ
あ
る

が
'
共
間
の
派
遣
船
舶
数
合
計
二
十
九
隻
､
輸
出
慣
額
総
計
十
八
寓
九
千
五
百
硬
飴
､
そ
の
中
貨
幣
及
地
金
銀
は
十

l
蔦

l
千
五
首

藤
で
約
六
割
を
占
め
て
ゐ
る
｡
(rFunter
‥-
H
istor
y
of
B
ritish
h
d
la･
V

o=
･に
ょ
る
)
斯
様
な
比
率
は
其
後
も
変
ら
な
か
っ
た

の
み
か
'
束
印
度
食
紅
の
活
動
が
清
澄
に
な
れ
ば
な
る
程
寧
ろ
地
金
銀

の
輸

出は
増
加
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
O
.
そ
し
て
斯
様
な
事
情

は
濁
り
英
図
人
の
場
合
の
み
な
ら
ず
'
大
な
-
小
な
り
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
も
共
迅
す
る
所
で
あ
っ
た
o

然
る
に
昔
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
望

呈

迄
も
な
-
重
商
主
義
の
時
代
で
あ
-
'
そ
の
重
商
,Hl義
は
又
別
名
重
金
主
義
と
呼
ば
れ
た
程

金
銀
を
重
ん
じ
'
従
っ
て
貿
易
差
額
を
自
国
に
有
料
な
ら
し
む
る
こ
と
に
よ
-
'
少
よ
で
も
多
-
の
金
銀
を
外
国
よ
り
獲
得
す
る
と



～

.･･
･

･.

J･
･

･
Y/}
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7

､

'圭

i

J
ゝ

と
を
以
て
圃
策
の
第

l
と
な
し
'
金
銀
の
流
出
を
ば
.極
度
に
曹
威
し
た
痔
代
で
あ
る
｡
乃
で
東
洋
貿
易
は
飽
-
迄
行
b
慶
い
が
'
之

が
馬
に
多
額
の
金
銀
を
持
出
す
と
LJ
に
は
国
家
も
輿
論
も
張
-
反
射
す
る
と
い
ふ
状
態
で
あ

った
｡
硯
に
英
国
末
印
度
食
紅
の
最
初

の
特
許
状
に
旦

東
洋
貿
易
の
資
金
と
し
て
食
紅
が
持
出
し
得
る
金
銀
の
限
度
を
年
こ
高
五
千
硬
ま
で
と
明
確
に
制
限
を
附
し
て
ゐ

た
の
で
あ
る
C
茨
に
昔
時
の
彼
等
の
東
洋
貿
易
に
於
け
る
最
大
の
ジ
レ
ム
マ

が
存
在
し
た
.
そ
♭
て
こ
の
.JZT.
レ
ム
マ
を
巧
に
解
き
得

l

で
あ
り
､
今

T
つ
が
東
韮
諸
国
間
貿
易
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
等
賓
と
の
両
者
が
最
初
か
ら
同
時
に
追
求
さ
れ
ね
は
な
ら
ぬ
程
東
西
繭
′

伴
間
の
片
貿
易
の
関
連
は
大
津
.か
つ
た
の
で
あ
る
o
斯
-
て
1gEi梓
諸
因
民
の
新
大
陸
忙
於
け
る
植
民
貿
易
活
動
と
東
話
に
於
け
る
そ

t
二
丈
転
(
.
L
Ji..｡
Tii,
£
N.
月
汚
こ
堂

E
T
NTh
=
】1
1.<U-
.
折
大
､韻
と
歌
州
と
家
.iS
と
む
精
.付
し
た
せ
胡
細
枠
カ
こ
Il
に
郎
凍
て
Tq

･∫
｢､∠
レnJ小-､♂
｢
可Tl⊥レ丁
√ヾ
./.胃
仙抄
pT

･h-
PJU
J
/

,.月
‥

-
-

宜
し

p

且

敬
足
す
る
と

と

-
･
な

っ

た

の

で
あ

る

O

次
に
庶
ら
ば
彼
等
に
よ
る
東
韮
諸
国
間
貿
易
の
内
容
は
如
何
で
あ
っ
た
か
と
い
ん
に
'
今
本
稿
に
於
て
取
上
げ
つ
1
あ
る
時
期
に

関
す
る
限
り
'
そ
こ
に
は
別
段
取
立
て
･･.l耳
ふ
程
の
特
質
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
o
即
ち
そ
れ
は
欧
に
明
か
に
し
た
や
う
な
'
西
洋
人

発
航
前
の
東
亜
貿
易
の
商
品
構
法
を
そ
の
ま
1
曙
襲
し
'
精
々

之
を
量
的
に
硬
属
せ
し
め
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
C(註
〕

換
言
す
れ
ば

彼
等
は
先
づ
東
亜
に
於
け
る
既
成
の
貿
易
髄
系
の
中
に
入
-
込

み
'
唯
そ
こ
に
存
在
し
た
東

丑
的
人
的
垂
素
を
排
除
し
て
､
そ
の
重

要
な
る
部
分
に
於
て
之
に
取
っ
て
替
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
み
で
あ
っ
た
｡
然
し
乍
ら
彼
等
の
末
弟
貿
易
介
入
の
年
月
も
漸
く
久
し

き
忙
及
び
'
又
東
西
両
洋
間
貿
易
の
畿
展

に件
ひ
'
東
男
諸
歯
間
貿
易
の
内
容
に
も
攻
賃
に
襲
化
を
生
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
'

本
稿
に
於
で
は
そ
こ
迄
は
慣
れ
な
い
JJ
と
1
す
る
｡

近
世
初
期
に
於
け
る
某
鎧
貿
易

第
四
番

七

一

第

一
班

七
l



近
世
初
期
に
於
け
る
東
亜
貿
易

第
四
番

七
二

第

一
駅

七
二

(註
)

彼
等
の
束
聖
諸
国
間
貿
易
介
入
の
7
例
を
英
国
束
印
度
骨
杜
の
行
つ
に
Z
の
賢
例

に
よ

っ
て
示
す
と
次
の
様
な
も
の
が
あ
る
｡
即
ち
同
骨

社
は
先
づ
印
贋
に
雷
し
ナ
鋲

に
よ
っ
て
印
度
満
席
を
買
入
れ
'
之
を
過
露
に
輸
出
し
Y
同
園
特
産
の
良
質
な
皮
革
と
換
へ
'
之
を
更
に
日
本
に
胎
苑

し
て
銀
に
浜
へ
る
と
'
畢
初
印
度
鵜
布
に
投
資
し
た
銘
の
数
倍
に
も
な
る
の
で
F
之
を
以
て
即
座
で
西
洋
向
の
諦
商
品
を
買
入
れ
る
際
の
資
金
の
不

足
を
大
い
に
蹄
ふ
二
･と
が
出
宛
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
(M
o
rela)1d
HI
F
ro
m
A
k
ba
r
to
the
d
eath
o
f
A
u
ra
llgZeb
.
に
よ
る
)

西
伴
的
東
醍
賢
易
の
第
三
の
特
質
は
之
を
そ
の
貿
易
方
法

の
上
に
認
め
る
こ
と
が
出
蘇
る
O
そ
の

山
は

1
時

に
初
駅
の
頃
に
暫

/
ゝ
^

)̂.
=
l.I.ゝ
L
＼ノ
.)
中,̂

し乙
L-tL
)
γと
‥h
Oゝ
一

し
カ
･,･Ji〝
,･J
･J
r
i=
讃
iノ･r･,3
-

和
当
の
貿
易
力
和
rT
忙
し
て
海
賊
行

端1.F砿
糾
し
難
い
屯
Li
で
舵
i;Lた
と
>
JLt
.･J
と
.之
.LJ
あ
る
u

そ
れ
は
常
鵬
粥
群
に
&
'L
r
l
射
的
に
見
ら
れ
た
胡
象
lfJ
あ
っ
て
.
そ
加
が

東前
に
ま
で
兜
長
5iJれ
液
陀
逝
き
為
カ
/一巧

iij概
ね
酷

賊
的
行
鴛
墜
見
丑
に
進
出
し
葬
っ
た
西
洋
諸
函
民
相
互
の
間
に
行
は
れ
た
の
み
な
ら
ず

.
又
塵
々

末
丑
人
の
商
船
に
封
す
る
襲
撃
と

な
っ
て
硯
ほ
れ
た
o
殊
に
ア
ラ
ビ
ヤ
人
､
印
左
入
等
の
回
教
徒
胎
に
封
す
る
ポ
ル
,l
ガ

ル
人
の
そ
れ
に
於
て
著
し
か
つ
た
.
彼
等
の

回
教
徒
に
封
す
る
散
慢
心
は
匿
史
的
な
も
の
で
あ
-
､
彼
等
の
釆
航
前
に
東
宝
貿
易
の
覇
者
た
-
し
も
の
が
ブ
ラ
ビ
ヤ
人
で
あ
っ
た

以
上
.
両
者
の
衝
突
は
寧
ろ
必
然
で
あ
っ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
0
こ
の
紅
革
に
勝
ち
拭
く
こ
と
が
ポ
ル
･1
ガ
ル
人
の
東

亜
貿
易

制
覇
の
l
大
前
提
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
-
､
事
茸
彼
等
は
そ
れ
に
成
功
し
た
次
第
で
あ
る
｡

前
述
の
即
と
表
裏
の
附
係
に
於
て
認
め
ら
れ
る
西
洋
的
東
宝
貿
易
の
特
質
の
第
二
は
武
装
貿
易
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
貿
易
船
の

乗
組
月
が
護
身
用
の
身
帯

へ
を
す
る
程
度
の
こ
と
な
ら
'
堅

剛
の
某
正
人
貿
易
に
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
つ
た
が
'
西
洋
的
東
宝

ヽ
､

貿
易
の
武
装
は
億
に
そ
の
程
度
を
越
え
た
も
の
で
あ
っ
た
o
即
ち
彼
等
は
東
讐

商
胎
を
造
る
と
同
時
に
多
数
の
軍
艦
を
象
-
.
荏

っ
て
東
亜
の
各
要
地
に
海
軍
根
揚
地
を
設
け
る
外
､
各
地
に
獲
得
し
た
商
業
棟
接
地
は
出
奔
得
る
眠
り
之
を
要
塞
化
し
て
相
官
の
陸

兵
を
も
駐
屯
せ
し
め
た
の
み
な
ら
ず
'
士
民
兵
を
豊

賛
成
し
て
之
を
利
用
す
る
と
い
ふ
や
り
方
で
あ
っ
て
'
斯
様
な
こ
と
は
裾
前
の

～

巨

ト
∵

1.

･･
-

∵

･

.

､

.

.



土

､
言

.呈

長
滝

一
一
t
I
I

末
弟
人
貿
易
に
は
殆
ど
そ
の
例
を
見
な
か
っ
た
虞
で
あ
る
0

度
に
注
目
す
べ
き
西
洋
的
貿
易
方
法
の
特
質
は
'
そ
れ
が
組
織
的
な
掲
占
制
度
の
下
に
行
は
れ
た
と
い
ふ
鮎
で
あ
る
｡
こ
の
貿
易

凋
占
に
は
封
外
的
､
並
に
笥
内
的
の
二
方
面
が
あ

っ

た
.
封
外
的
貿
易
碍
占
と
は
或
る
特
定
の
地
域
よ
り
外
囲
の
商
業
的
勢
力
を
耕

除
し
'
以
て
そ
の
地
域
の
商
槽
を
白
歯
民
の
葛
に
確
保
す
る
こ
と
を
意
味
し
'
そ
の
場
占
の
程
度
は
濁
占
閲
の
政
治
的
'
軍
事
的
､

乃
至
経
済
的
の
糞
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
O
従
っ
て
猫
占
の
効
果
は
相
封
的
な
る
を
免
が
れ
ぬ
｡
之
に
反
し
封
内
的
貿
易
猫
占
と

は
'

1
般
的
に
'
叉
は
特
定
地
域
に
つ
き
そ
の
貿
易
を
国
王
や
政
府
が
濁
占
し
'
宕
-
は
自
国
民
中
の
禰
宜
の
個
人
叉
は
園
照
に
弼

古
せ
し
む
る
こ
と
を
意
味
L
r.
握
っ
て
白
圃
民
に
関
す
る
隈
-
'
且
叉
国
家
樺
力
が
確
立
し
て
ゐ
る
限
-
'
そ
の
効
果
は
羅
封
的
と

い
ふ
こ
と
が
出
凍
る
o
ポ
ル
･L
ガ
ル
人
が
約

1
世
紀
の
長
き
に
亘
り
東
成
貿
易
の
覇
槽
社
掘
り
'
文
其
積
和
傭
人
が
之
に
代
-
'
特

に
米
印
此
方
間
の
封
為
に
か
.}･J粍
別
13
拷
付
設
醐
供
し
㍗
か
ぎ
･H

郎
汁
的
精
iT

i

の
新
都
な
富
強L..L作
て
確
-

-
t･
-
ち
七
･.JI
司
郎

■/
rノ

.′
〓レト‡

牙
の
東
Ea.貿
易
が
専
ら
王
室
又
は
政
府
の
経
営
と
し
て
行
は
れ
'
英
国
や
和
蘭
が
夫
々

東
iJlZ=
度
骨
敢
な
る
凋
占
機
関
を
設
け
､
話
合

敢
以
外
の
自
国
民
が
東
洋
に
進
出
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
如
き
は
封
内
的
猫
占
の
好
例
で
あ
る
O
而
し
て
右
の
如
き
封
外
的
弼
古
と

封
内
的
弼
古
と
の
問
に
は
相
互
に
密
接
な
る
関
係
が
あ
り
､
殊
に
封
内
的
掲
占
制
度
の
確
l>lに
よ
っ
て
封
外
的
弼
占
も
ー

縦
し

1

時
的
臥
.sa
と
も
-
～
可
能
と
な
つ
た
と
い
ふ
の
が
重
商
主
義
時
代
に
於
け
る
西
洋
的
東
甫
責

易
の
賓
相
で
あ
っ
た
｡
,

(註
)

西
人
束
航
前
の
東
正
諸
国
に
よ
る
東
韮
貿
易
に
於
T
も
､
既
過
の
如
-
王
室
又
は
政
府

(封
建
的
地
方
政
府
を
も
含
め
て
)
に
よ
る
貿
易

が
弘
-
行
ほ
れ
て
ゐ
L
1.が
'
之
を
以
て
西
洋
的
東
証
貿
易
に
於
げ
る
野
内
的
猫
占
制
度
と
同
一
硯
す
る
=
と
は
必
ず
し
-
雷
を
得
な
い
-,思
ふ
｡
後

者
の
そ
れ
に
は
多
分
に
近
代
的
な
性
格
を
認
め
得
る
に
反

し'
前
者
に
之
を
認
む
る
こ
と
は
頗
る
困
難
で
あ

る
と
患
ふ
O

近
世
初
期
に
於
け
ろ
束
缶
貿
易

弟
Fii奄

七
三

第

1涜

七
三



近
世
初
期
に
於
け
る
束
缶
貿
易

第
四
笹

七
四

第

1
配

七
四

扱
て
西
洋
的
東
正
貿
易
に
於
け
る
弼
占
制
の
理
由
に
つ
き
簡
単
に
私
見
を
述
べ
る
な

ら
ば
'
党
づ
経
済
的

理
由
と
し
て
次
の
諸
知

を
奉
げ
る
こ
と
が
出
乗
る
と
思
ふ
｡
即
ち
常
時
西
洋
よ
-
造
々
東
亜
へ
商
船
険
を
派
遣
す
る
と
い
ふ
と
と
は
'
白
然
的
に
も
社
食
的

に
も
終
又
経
済
的
に
も

l
大
胃
除
で
あ
ゎ
'
之
が
遮
行
に
は
莫
大
な
る
濁
占
利
潤
の
静
引
が
必
要
で
あ
っ
た
｡
又
常
時
の
貿
易
品
と
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某
.r
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払
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I.(.た
O
又
初
期
の
東

証
貿
易
は

年
ば

探
険
専
兼
で
あ
-C(.
従
っ
て
顎
明
車
兄
を
保
護
助
長
す
べ
き
制
度
と
し
て
夙
に
襲
漣
し
非
つ
た

特
許
権
制
度
の
精
神
が
此
種
探
険
事
業
に
ま
で
境
張
さ
れ
た
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
っ
た
｡
の
み
な
ら
ず
常
時
の
欧
洲
麿
清
社
食

に
は
中
世
以
乗
の
ギ
ル
ド
制
度
と
の
開
聯
に
於
て
'
凡
ゆ
る
方
面
に
濁
占
制
度
が
普
及
し
て
ゐ
た
(註
)
と
と
を
息

へ
ば
'
英
'
蘭
等

の
東
印
度
貿
易
が

1
種
の
ギ
ル
ド
的
喝
占
制
度
と
し
て
出
費
し
た
こ
と
も
亦
敢
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
主
音
は
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

J

(詮
)

昔
時
の
Jlの
猫
占
制
は
産
業
国
髄
の
保
護
と
い
ふ
よ
-
は
'
寧
ろ
猫
占
櫨
に
封
す
る
特
許
料
の
徴
収
-
い
ふ
'
政
府
又
は
王
室
の
財
政
的

政
策
'
換
言
す
れ
_で
課
税
制
虜
の
]
種
で
あ
っ
た
と
見
る
方
が
嵐
相
に
近
い
よ
う
に
息
ふ
｡

攻
に
弼
占
制
の
政
治
的
理
由
と
し
て
は
女
の
諸
鮎
が
畢
げ
ら
れ
る
と
息
ふ
｡
即
ち
昔
時
の
重
商
主
義
国
家
に
と
っ
て
東
丑
貿
易
は

重
要
な
る
国
策
事
業
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
'
西
.
葡
両
国
の
場
合
の
如
く
'
国
家
叉
は
王
室
が
之
を
直
営
す
る
に
非
す

ん
ば
.

英
'
蘭
等
の
場
合
の
如
-
'
国
家
の
絶
大
な
る
保
護
の
下
に
民
間
圃
鴇
を
し
て
之
を
猪
首
せ
し
む
る
こ
と
1
な
っ
た
の
は
至
極
首
然

と
言
ふ
べ
-
.
そ
の
保
護
の
形
式
の
l
が
猫
占
樺
の
附
輿
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
解
し
得
る
q
英
国
史
家
の
多
-
は
1
英
国
東
印
度

食
紅
と
和
蘭
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
'
後
者
が
国
家
の
厚
き
保
護
の
下
に
ス
ク
I
,l
し
た
の
に
封
L
t
街
着
は
何
等
斯
様
な
保
護
を



莞
-
る
こ
と
な
-
.
専
ら

ロ
ン
ド
ン
商
人
の
自
主
的
事
業
と
し
て
費
足
し
た
所
に
願

著

な

る
差

異

あ
り

と

な
し
､
且
常
初
英
国
東
印

度
合
社
が
和
蘭
東
印
度
食
紅
と
の
襲
零
に
於
て
塵
倒
さ
れ
た
主
た
る
理
由
も
亦
滋
に
あ
-
と
論
ず
る
者
が
多
い
が
'
猫
占
樺
を
興
へ

ら
れ
た
こ
と
そ
れ
白
身
が
国
衆
の
大
な
る
保
護
な
り
と
解
す
る
見
地
よ
i
す
れ
ば
'
そ
れ
は
全
-
の
謬
見
に
押
す
と
す
る
も
,
少
-

と
も
甚
し
き
誇
張
の
言
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
｡
更
に
東
印
度
食
紅
に
封
し
て
は
'
英
.
蘭
何
れ
の
場
合
に
あ
つ
て
も
'
東
亜

の
現
地
に
於
け
る

1
部
国
家
主
権
の
代
行
1

例
へ
ば
非
基
背
教
国
に
封
す
る
宣
哉
韓
和
の
樺
'
韓
賃
樺
､
司
法
槽
等
-

を
委
任

し
て
屠
り
'
常
時
の
交
通
状
態
よ
り
し
て
己
む
を
得
な
か
っ
た
こ
と
1
思
は
れ
る
が
､
斯
様
な
重
大
な
虚
畳
を
講
ず
る
属
か
ら
し
て

も
'
東
証
賢
島
を

一
回
り
tn]大
な
褐
占
機
関
に
重
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
JJ
解
し
得
,為
と
児
ふ
｡
東
に
重
商
童
韓
閲
読
の
せ
鼻
棚
の
性
格

よ
り
し
て
'
東
亜
貿
易
に
於
け
る
封
外
的
猫
占
を
意
囲
す
る
に
至
つ
た
が
'
之
が
満
に
は
自
国
商
楯
陳
の
結
合
統

一
に
よ
-
強
力
な

輝
点
圃
鰐
と
し
て
宿
瑠
せ
し
む
る
忙
細
か
車
'
こ
の
見
地
よ
-
す
る
も
澗
与
制
が
必
要
で
あ
っ
た
L造
り
へ
ら
れ
る
O
市
苛
和
滑
東
川
･

鹿
骨
社
は
､
英
国
東
印
度
骨
社
の
創
立
に
刺
戟
さ
れ
'
そ
れ
ま
で
に
存
在
し
て
ゐ
た
多
数
の
淀
東
貿
易
食
紅
む
統
合
し
て
'創
設
さ
れ

.

た
も
の
で
あ
る
｡

最
後
に
植
民
政
策
的
見
地
よ
り
見
た
る
西
洋
的
東
亜
貿
易
の
特
徴
に
つ
き

1
冨
し
て
お
き
変
い
o
こ
の
見
地
よ
り
す
る
時
'
彼
等

の
居
並
に
於
け
る
活
動
に
は
三
壇
の
型
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
の
1..は
商
菜
根
禎
地
的
顎
展
で
あ
っ
て
.
商
業
上
の
要
地
に
根
蟻
地
を

設
け
'
之
を
足
場
と
し
て
専
ら
貿
易
活
動
を
な
す
以
外
'
何
等
領
土
支
配
的
な
意
園
を
有
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
.
東
亜
に
於
て
之
に

終
始
し
た
も
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
あ
っ
た
o
之
に
反
し
第
二
の
型
は
領
土
的
聾
展
で
あ
っ
て
'
革
初
か
ら
相
普
大
な
る
領
土
を
撞
得

し
'
従
っ

て
そ
こ
に
相
普
薮
の
本
圃
人
を
造
っ
て
植
民
地
行
政
を
施
し
っ
1
.
他
面
こ
の
植
民
地
を
中
心
と
し
て
弘
-
東
蒐
貿
易
に

近
世
初
期
に
於
け
る
東
毘
貿
易

第
四
巻

七
五

第

1
教

七
五

〉



近
世
初
期
に
於
げ
ろ
東
正
貿
易

第
E
l巻

七

六

第

7
折

七
六

Giiii_

n

従
事
し
た
も
の
で
つ
て
'
比
稗
貫
を
領
有
し
た
ス
ペ
イ
ン
が
正
に
之
に
該
富
す
る
o

然
る
に
第

三
の
型
は
前
二
者
を
零
度
的

に
綜
合

し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
畢
研
相
昔
期
陶
は
専
ら
商
糞
娯
接
地
的
驚
展
を
な
し
つ

1
あ
っ
た
も
の
が
'
娠
て
時
至
っ
て
領
土
的
垂
展

へ

と
雅
移
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
o
卸
蘭
'
英
国
等
が
そ
の
好
例
で
あ
る
O
同
じ
-
管
,虹
F
'へ
て
東
fB
へ
進
出
し
た
西
洋
諸
囲
民
の

柄
勤
方
法
の
間
に
､
斯
様
な
原
著
な
差
異
h
J生
L
lた
哩
由
iitLJ検
討
し
､
之
に
勝
敗
的
批
判

社
加
へ
る
㍗
,･･L.比
熱
昧
あ
る
,･J
と
で
あ
る

が
'
紙
幅
の
閲
係
土
,?jIK
jE
･.t<.U,
.I鍵
弼
･FtIh㌦
.iJ
･
lJ
･

･ザ
ヌル
.

僻
船
足
政
策
的
見
地
よ
-
し

て

富
嬰
硯
す
べ
.き

は
..
嶺
等
の
貿
易
所
潮
に
は
多
少
張
筋
の
差
･U
そ
あ
れ
'
＼殆
ど

必
ず
末
弟
杜
倉
に

封
す
る
宗
教
的
活
動
が
伴
っ
て
居
り
､
且
両
者
の
闇
に
は
緊
密
な
開
係
が
あ
っ
た
と
い
ふ
鮎
で
あ
る
o
そ
し
て
そ
の
鮎
に
於
て
最
も

硬
極
的
な
-
L
は
言
ふ
迄
も
無
-
西
班
牙
で
あ
っ
て
'
蓮
に
此
律
賓
島
民
の
殆
ど
全
部
を
基
督
教
徒
化
し
て
し
ま
っ
た
業
積
は
l
麿

偉
な
り
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
.
庶
し
乍
ら
こ
の
啓
の
事
例
は
楯
等
の
衆
杭
以
前
の
末
弟
貿
易
に
放
て
も
之
を
見
る
こ
と
が
出
乗
る
.
即

ち
ア
ラ
ビ
ヤ
商
人
の
来
航
す
る
所
必
ず
回
数
の
弘
布
を
伴
ひ
'
殊
に
東
印
度
数
千
貫
の
住
民
は
十
四
世
紀
頃
よ
り
十
五
世
紀
に
か
け

て
極
め
て
平
和
裸
に
回
教
徒
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
但
し
こ
の
回
教
の
弘
布
は
基
督
数
の
そ
れ
と
異
り
'
本
圃
よ
り
す
る
所

の
植
民
政
策
的
な
意
味
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

四

囲
洋
的
東

亜
貿

易
が
東

亜
の
政
治
経
済

に
及
ぼ
せ
る
影
響

/

以
上
に
よ
り
近
世
初
期
'
即
ち
重
商
主
義
時
代
に
於
け
る
西
洋
的
末
男
貿
易
の
特
質
は
略
J(
之
を
明
か
に
し
得
た
と
思
ふ
.
然
ら

ば
斯
梗
な
特
質
を
有
す
る

西
洋
的
末
弟
貿
易
は
'

そ
れ
よ
-
以
前
東
丑
人
の
手
に
上
っ
て
賛

展
せ
し
め
ら
れ
つ
･･
あ
っ
た
東
韮
貿

易
'
其
他
末
弟
の
1
般
政
治
経
済
の
上
に
如
何
な
る
影
響
を
蘭
す
に
至
つ
た
で
あ
ら
う
か
｡
以
下
こ
の
鮎
に
つ
い
て
概
説
L
や
う
と

･▲
1

′′つ･
､)I.A-

.I



息
ふ
｡

先
づ
東

亜
貿
易
に
及
ぼ
せ
る
影
響
の
中
､
東
亜
帝
国
聞
貿
易
に
つ
い
て
見
る
に
'
既
述
の
如
-
西
洋
語
園
民
は
里
に
礎
前
の
東
亜

貿
易
の
慣

系
の
中
に
入
･n
込
み
'
大
鰐
に
於
て
之
を
踏
襲
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
貿
易
内
容
の
上
に
は
質
的
に
大

し
た
影
響
を
斎
ら
さ
な
か
つ
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡
然
し
乍
ら
彼
等
の
貿
易
清
動
性
'
東
亜
人
の
そ
れ
に
比
し
遠
に
積
極
的
な
も
の
が

あ
つ
た
か
ら
､
量
的
に
は
東
亜
諸
国
間
貿
易
を
著
し
く
増
大
せ
し
む
る
結
果
と
な
っ
た
.
殊
に
各
主
要
荷
に
於
け
る
仲
噌
貿
易
を
憩

展
せ
し
む
る
上
に
寄
輿
す
る
所
頗
る
大
な
る
も
の
が
あ
つ
た
と
恩
ふ
.
そ
れ
が
よ
い
刺
戟
と
な
っ
て

l
部
の
東
亜
人
'
例

へ
ば
日
本

旨
.∫
/
臣
.亡

/
U
だ汀
L
】畠
R
.～
.=
巨
T
LRrTr,Tb
L
)盤
一=
･･L
I
/
ll
,rl
L
I一巨
つ
.こ
ほ
_､(印
↑K
iBpえ
コあ
り
量
軽
寺
fP
lP)滑3墨
甘
よ
ノ
kU
D
1bJtta
A.～
t7
ご
b_

商
人
其
他
従
発
覚
惑
貿
易
に
清
躍
し
乗
っ
た
寓
語
入
監
次
第
に
排
除
し
'
日
本
'
支
部
等
が
諸
種
の
裡
由
の
鴇
に
白
圃
民
の
貿
易
清

瀬
を
判
伸
す
之
に
nii/一乗
広
と
席
傍
/

一
て

藩
に
は
頚
RE
層
易
に
帝
相
を
嶺
等
bt等
ヰ
花
心
淀
て

L
孝
三

カ
.
そ
新
を

一El
創
売
声

｢

し

め
た
原
因
は
･'
前
述
の
如
く
東

丑
諸
国

の
滑
極
的
な
態
度
に
も
存
す
る
が
､
既
述
の
如
く
彼
等
の

東
亜
貿

易
が
所
謂
武
装
貿
易

で
あ

-
'
重
商
主
義
国
家
の
大
な
る
保
護
と
宝
前
の
資
本
力
と
を
背
景
と
し
て
'
極
め
て
組
織
的
な
方
法
を
以
て
行
は
れ
た
鮎
に
存
す
る

こ
と
も
亦
明
か
で
あ
ら
う
｡

攻
に
東
西
雨
拝
聞
の
貿
易
は
袖
等

の
積
極
的
な
楕
動
に
よ
っ
て
､
質
的
に
も
量
的
に
も
飛
躍
的
驚
展
が
帝
ら
さ
れ
た
o
殊
に
東
印

度

の
香
料
類
は
言
は
ず
も
が
年

別
変
の
綿
布
,
碧

､
琴

嘉

の
濁
･
絹
織
物
･
陶
窯

等
は

業

の
槙
準
を
以
て
す
む
な
ら

ば
'
正
に
｢
大
量
｣
輸
出
と
呼
ぼ
る
べ
き
状
態
に
畳
で
持
釆
さ
れ
た
o
就
中
､
印
度
碑
石
は
西
洋
人
の
手
に
よ
-
始
め
て
欧
洲
に
輸
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
又
印
度
綿
布
や
支
那
茶
は
主
と
し
て
英
国
東
印
度
禽
杜
に
よ
-
欧
洲
市
場
の
開
拓
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
｡

斯
の
如
-
東
亜
貿
易
は
西
洋
人
の
釆
坑
に
よ
っ
て
一
大
飛
躍
を
逸
げ
る
忙
至
っ
た
が
.
同
時
に
貿
易
面
を
通
じ
て
東
男
の

l
般
産

近
世
.初
期
に
於
け
る
克
亜
貿
易

第
四
番

七
七

第

一
戟

七
七
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期
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東
亜
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易
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七
八
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七

八

業
経
済
に
徐
々

に
'
然
し
乍
ら
至
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
こ
と
は
常
然
で
あ
る
｡

就
中
最
も
顕
著
な
-
し
現

象
は
､
西
洋
又

は
米
大
陸
よ
-

寓
丑

へ
の
金
銀
'
殊
に
銀

の
大
量
流
入
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
既
述
の
如
き
西
洋
的
東
韮
貿
易
の
片
貿
易
的
特
質
に
基

ノ

づ
い
て
rゐ
た
こ
と
言
ふ
迄
も

ない
｡
之
が
東
亜
語
幹
に
於
け
る
償
髄
腔
解
の
賓
蓮
を
著
し
-
促
選
し
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
容

易
に
考

へ
得
る
期
で
あ
る
G
例

へば
明
代
は
団
よ
ゎ
清
朝
初
期
の
真
部
の
租
株
は
未
だ
物
納
が
多
か
つ
た
が
､
清
朝
も
中
期
以
後

に

恩
ふ
O
の
み
な
ら
ず
支
那
通
貨
の
銀
本
位
化
は
辛

と
し
て
明
'

括
代
に
於
け
る
外
国
銀
の
流
入
に
基
づ
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
Q
(聖

(註
)

=
の
鮎
哉
圃
の
場
合
は
多
少
事
情
を
具
に
し
て
ゐ
る
よ
う
で
あ
る
.
即
ち
我
国
に
あ
つ
て
は
中
世
末
期
以
充
園
内
の
産
金
産
銀
が
感
に
な

っ
た
の
で
'
南
密
貿
易
の
隆
昌
と
共
に
寧
ろ
金
銀
の
出
超
を
見
た
が
'
反
封
に
嗣
蛾
の
妖
乏
に
恨
ん
だ
の
で
之
は
iilと
し
て
支
那
や
朝
鮮
か
ら
の
輪

･
人
に

仰
ぎ
'
従
つ
Y
専
ら
銅
鎖
を
稗
ん
が
鳥
め
封
支
'
封
朝
鮮
貿
易
か
欝
展
L
L1.

然
し
乍
ら
他
の
反
面
よ
り
見
る
な
ら
ば
､
西
洋
よ
-
の
鋲
流
入
に
よ
る
東
亜
許
軒
の
貨
幣
経
斡
化
は
.
主
と
し
て
貿
易
港
市
及
び

共

の
附
近
を
含
む
局
地
的
な
現
象
に
止
ま
り
二

般
的
に
は
銀
流
入
の
割
合
に
貨
幣
経
済
化
は
容
易
に
進
ま
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
そ

ヽの
主
た
る
原
因
は
'
流
入
銀
の
少
か
ら
ざ
る
部
分
が
種

々
な
る
形
に
於
て
退
蔵
さ
れ
'
必
ず
し
も
容
易
に
貨
幣
化
さ
れ
な
か
っ
た
所

に
存
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
｡
前
述
の
鮎
と
照
合
し
て
結
局
ど
う
結
論
す
べ
き
か
は
､
今
少
し
精
密
な

叶

史
的
研
究
を
保
っ
て
明
か
に
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
｡

兎
も
角
西
洋
的
東
亜
貿
易
の
聾
展
に
よ
-
'
東
要
請
国
の
貨
幣
経
済
化
を
促
進
し
た

1
面
が
あ
っ
た
以
上
'
そ
の
限
-
に
放
て
そ

れ
は
叉
東
亜
の
封
建
的
'
諒
的
杜
倉
の
基
礎
構
造
を
次
第
に

u
n
derm
.n
e
L
､

蓬
に
放
之
が
崩
壊
に
等
-
と
共
に
'

娠
て
は
枯
民

地
化

へ
と
進
展
す
る
契
機
を
な
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
.
殊

に
西
洋
的
商
業
資
本
の
積
極
的
侵
入
を
容
易
-
許
し
た
地
域
に
於
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量

‡
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t
王
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･
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ミ
･垂

て
こ
の
過
程
は

T
骨
表
面
的
な
事
賛
と
な
っ
て
現
ほ
れ
た
o
そ
の
最
も
よ
い
賛
例
は
.
之
を
英
国
東
印
度
骨
社
と
印
慶
の
経
済
杜
倉

と
の
関
係
に
於
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
が
'
そ
れ
に
就
て
は
嘗
て
精
々
詳
細
な
研
究
を
蟹
表
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
玉
に
繰
返
す

こ
と
は
之
を
省
略
す
る
｡
(拙
著
.
南
洋
及
印
尿
搾
済
研
究
､
昭
和
十
七
年
'
参

照
)
然
し
昔
時
の
東
男
諸
国
の
中
に
は
'
我
国
や
支
那
の

如
-
民
族
的
拭
抗
力
大
に
し
て
容
易
に
西
洋
商
業
資
本
の
侵
入
を
許
さ
ず
'
鞍
等
の
貿
易
情
動
が
硬
超
化
す
れ
ば
す
る
程
'
之
に
封

鷹
す
べ
く
適
嘗
な
る
制
度
を
設
け
'
末
弟
貿
易
に
於
け
る
白
主
性
を
飽
く
ま
で
俣
持
し
得
た
も
の
も
あ
っ
た
｡
(我
国
の
長
崎
や
'支
那

の
廉
東
に
於
け
る
貿
易
制
厘
を
見
よ
)

そ
の
反
封
に
比
律
賓
の
如
き
'

西
班
牙
人
釆
耽
常
時
未
だ
何
等
の
国
家
組
織
を
持
た
な
か
っ
た

I
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揖
複
に
西
洋
的
東
諮
貿
易
が
寮
正
諸
国
の

一
般
産
業
に
如
何
な
る
影
響
を
及

ぼ
し
た
か
を
見
る
に
'
既
述
の
如
-
東
盟
諸
国
間
並

に
京
村
雨
洋
間
の
貿
易
を
飛
躍
的
に
教
展
せ
し
む
る
に
至
っ
た
以
七

そ
れ
丈
東
Ei
読
唇
ti,輔
仕
口耶
生
産
を
特
進
せ
し
幣

l
鮫
樫

僻
の
獲
巌
に
も
寄
凱
ハす
る
桝
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
疑

ひ
の
な

い
所
で
あ
る
o
然
し
乍
ら
西
洋
的
商
業
資
本
の
容
易
に
偉
人
し

一

得
た
地
方
､
例

へ
ば
印
度
の
如
き
に
あ
つ
て
は
'
西
洋
向
輸
出
品
生
産
の
驚
達
に
伴
ひ
'
在
来
産
業
や
停
枕
的
技
術
の
漸
次
的
衰
退

を
招
-
に
至
っ
た
場
合
,o
あ
る
｡
(
JJの
鮎
に
就
T
,d
亦
前
視
拙
著
参
照
)

之
を
要
す
る
に
近
些
初
期
に
於
け
る
西
洋
的
東
亜
貿
易
が
'
末
男
の
政
治
'
経
済
'
社
食
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
頗
る
複
雑
に
し
て

且
深
遠
な
る
も
の
が
あ
つ
た
が
'
更
に
世
界
史
的
見
地
よ
り
し
て
最
も
重
大
成
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
鮎
は
'
既
述
の
如
く
之
に
よ
っ
て
新

大
陸
と
欧
洲
と
東
並
と
の
経
済
が
始
め
て
緊
密
な
る
関
係
に
蘭
ら
さ
れ
'
斯
-
し
て
近
世
世
鼎
経
済
の
基
礎
は
出
来
上
り
'
中
世
紀

的
､
停
滞
的
た
り
し
東
韮
経
済
も
世
界
経
済
の
l
現
と
し
て
漸
次
近
代
化
の
道
を
辿
ら
ざ
る
を
得
な
い
運
命
に
置
か
る
1
に
至
つ
た

と
い
ふ
こ
と
之
で
あ
る
｡
(
紘
)

1

二
六
〇
四
年
五
月
.初
稿
,
十
1
月
改
稿
I

近
世
初
期
Ll｡於
け
ス
東
亜
貿
易

第
四
番

七
九

第

表

七
九


