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朱
印
船
貿
易
史
の
研
究

林
屋
　
辰
三
郎

　
京
都
に
夏
の
季
節
が
訪
れ
て
く
る
ご
と
に
、
わ
た
く
し
は
と
お
く
三
〇
〇
年

前
の
朱
印
船
貿
易
の
こ
と
を
、
一
種
の
憧
憬
を
も
つ
て
お
も
い
お
こ
す
の
が
つ

ね
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
三
大
祭
と
う
た
わ
れ
、
京
都
の
入
々
の
こ
の
上
な

い
誇
と
し
て
い
る
祇
園
祭
の
鉾
町
に
は
、
あ
の
天
空
に
そ
び
え
る
山
鉾
の
鉾
柱

が
、
実
は
御
朱
印
船
の
メ
ン
マ
ス
ト
を
転
用
し
た
も
の
だ
と
い
う
伝
説
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
は
も
と
よ
り
一
個
の
諸
説
で
、
な
ん
の
証
拠
の
あ
る

話
で
は
な
い
。
京
都
の
朱
印
船
貿
易
家
と
い
え
ば
、
茶
屋
や
角
倉
ら
で
あ
ろ
う

が
、
彼
ら
が
特
に
舐
園
祭
に
協
力
し
た
と
い
う
史
料
も
あ
る
わ
け
で
も
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
伝
説
は
、
鎖
国
の
こ
ろ
か

ら
し
だ
い
に
華
麗
さ
を
鵜
え
た
祇
園
祭
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
は
鎖
国
に
よ
り

意
気
の
は
け
口
を
失
っ
た
町
衆
た
ち
が
、
こ
の
祭
の
な
か
に
そ
の
う
さ
を
晴
ら

し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
連
想
に
、
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
真
実

味
を
も
つ
て
語
り
つ
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
そ
の
真

否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
朱
印
船
貿
易
の
請
題
は
こ
ん
に
ち
も
鉾
町
の
な
か
に

い
き
の
こ
っ
て
、
わ
た
く
し
た
ち
の
心
を
つ
よ
く
う
ご
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ご
ろ
の
歴
史
の
研
究
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
政
治
・
経
済
・
文
化

と
い
う
一
口
に
云
え
ば
誰
れ
で
も
否
定
で
き
な
い
相
関
関
係
が
、
案
外
に
お
ろ

そ
か
に
な
っ
て
い
て
、
政
治
吏
家
・
経
済
史
家
・
文
化
史
家
と
い
う
よ
う
に
、

さ
ら
に
そ
の
時
代
・
審
項
と
い
う
風
に
専
門
化
の
傾
向
が
、
ま
す
ま
す
つ
よ
め

ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
貿
易
と
い
う
よ
う
な

分
野
は
、
ま
っ
た
く
経
済
史
家
の
し
か
も
ご
く
少
数
の
方
に
委
ね
ら
れ
て
い
て
、

歴
史
の
本
筋
か
ら
は
片
す
み
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
貿
易
と
い
う
分
野
は
日
本
の
よ
う
な
島
国
で
、
大

陸
と
の
交
渉
の
は
げ
し
く
、
そ
の
影
響
を
う
け
る
こ
と
の
多
い
と
こ
ろ
の
歴
史

で
は
、
も
っ
と
全
体
的
に
重
要
視
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

し
て
そ
の
貿
易
は
国
内
の
政
治
の
状
勢
や
商
業
の
発
展
に
大
き
な
原
因
を
も
つ

て
は
じ
ま
り
、
や
が
て
文
化
の
展
開
に
も
い
ち
じ
る
し
い
影
響
を
与
え
る
の
が

つ
ね
で
あ
っ
て
、
歴
史
を
綜
合
的
に
観
察
し
て
行
く
上
で
も
、
き
わ
め
て
た
い

せ
つ
な
研
究
部
門
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
こ
の
貿
易
史
の
研
究

に
は
、
と
く
に
ひ
ろ
い
歴
史
的
識
見
と
緻
密
な
考
証
、
さ
ら
に
充
分
な
語
学
力

を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
古
れ
し
も
関
心
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
、

誰
れ
で
も
な
し
得
る
領
域
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
の
『
朱
印
船
貿
易

史
の
研
究
』
の
一
書
は
、
ま
こ
と
に
そ
の
研
究
に
人
を
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
著
溝
岩
生
成
一
薄
焼
は
、
昭
和
二
年
故
黒
板
勝
美
博
士
に
随
っ
て
朱
印
船
の

渡
航
先
各
地
を
実
地
に
視
察
調
査
さ
れ
た
の
を
い
と
ぐ
ち
に
、
国
内
史
料
を
ひ

ろ
く
渉
猟
さ
れ
る
の
は
も
と
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
に
も
留
学
し
て
東

印
度
会
社
の
交
省
記
録
を
閲
覧
さ
れ
る
な
ど
、
初
稿
い
ら
い
十
年
と
い
わ
れ
る

が
、
実
は
三
十
年
間
の
研
究
の
成
果
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
公
開
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
お
よ
そ
朱
印
船
貿
易
に
関
す
る
一
切
の
問
題
が
、
余
す
と
こ

ろ
な
く
懇
切
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
先
立
っ
研
究
と
し

て
は
、
著
名
な
川
島
元
治
郎
氏
の
著
『
朱
印
船
貿
易
史
』
　
（
大
正
十
年
）
が
あ
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ド旧

る
が
、
こ
の
研
究
が
主
と
し
て
朱
印
船
貿
易
家
の
系
譜
の
關
明
に
目
標
を
お
い

て
い
る
の
に
対
し
て
、
岩
生
博
士
の
本
書
は
そ
の
具
体
駒
爽
態
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
と
し
て
劃
期
酌
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
す
で
に
学
術
雑
誌

に
部
分
葡
に
発
表
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
う
し
て
体
系
化
さ
れ
て
み
る
と
、

一
段
と
そ
の
意
義
の
ふ
か
め
ら
れ
た
こ
と
を
感
ず
る
。

　
第
一
篇
「
序
論
」
に
は
、
朱
印
船
貿
易
発
達
の
社
会
的
諸
条
件
と
制
度
の
源

流
よ
り
確
立
に
至
る
概
要
を
述
べ
、
第
二
篇
「
朱
印
船
の
物
的
要
素
漏
に
お
い

て
朱
印
状
の
形
式
・
下
灘
手
続
・
法
的
効
力
・
下
話
数
、
さ
ら
に
朱
印
船
の
構

造
・
渡
航
地
・
航
海
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
、
第
三
篇
「
朱
印
船
の
人
的
要
素
」

に
お
い
て
朱
印
船
貿
易
察
、
船
長
・
航
海
士
・
客
商
・
乗
組
員
数
な
ど
に
論
及
、

第
四
繍
「
朱
印
船
の
貿
易
」
に
お
い
て
貿
易
晶
・
資
木
額
・
投
資
形
態
・
貿
易

法
と
と
も
に
日
本
の
対
外
貿
易
及
び
東
亜
圏
際
貿
易
上
に
お
け
る
朱
印
船
貿
易

の
地
位
が
解
明
さ
れ
、
第
五
篇
「
結
論
㎏
に
お
い
て
鎖
羅
と
朱
印
船
貿
易
家
の

行
末
、
オ
ラ
ン
ダ
商
権
の
拡
張
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
霞
次
の
概
要
で
も
傭
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
本
論
は
朱
印
船
貿
易
に
関

す
る
制
度
的
研
究
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
実
地
調
査
に
よ
る
ふ
か
い
理
解
と
、

外
国
文
書
館
の
所
蔵
史
料
の
駆
使
に
無
数
の
薪
魚
見
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
通
読
し
て
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
制
度
的
研
究
か
ら
は

み
出
た
都
分
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
た
と
え
ば
朱
潤
船
貿
易
の
創
始
に
い
た
る

歴
史
的
社
会
的
宴
㎜
鷺
な
ど
は
、
序
論
に
お
い
て
八
つ
の
条
件
と
し
て
列
挙
的
に

説
明
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
日
明
貿
易
の
方

向
転
換
と
い
う
問
題
な
ど
は
、
国
内
政
治
と
の
關
連
に
お
い
て
も
っ
と
究
明
し

て
ほ
し
い
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
人
的
要
素
の
部
分
に
お
い
て
、
そ
の
一
と
し
て

客
三
二
便
乗
商
人
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
乗
組
員
の
八
割
強
を
占
め
て
い

る
と
い
5
撫
摘
に
は
、
更
め
て
考
え
さ
ぜ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
客
商

が
朱
印
船
貿
易
家
と
の
間
に
ど
の
程
度
の
人
的
結
合
が
あ
っ
た
か
判
ら
な
い
が
、

こ
れ
が
経
営
の
上
に
も
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う

に
貿
易
家
の
み
に
主
点
を
お
い
て
朱
印
船
を
考
え
る
の
で
は
不
充
分
で
、
こ
の

客
商
の
内
容
が
さ
ら
に
究
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
の
な
か
か
ら
く
み
取
れ
ば
、
な
お
つ
き
る
こ
と
を
知
ら
ぬ

よ
う
な
問
題
が
、
盤
か
な
示
唆
を
も
つ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
疑

問
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
博
士
は
朱
印
船
制
度
の
創
設
を
秀
吉
の

時
、
文
禄
元
年
と
す
る
逓
説
を
、
史
料
の
よ
わ
さ
か
ら
疑
聞
を
い
だ
き
、
　
「
文

禄
元
年
に
朱
翔
船
制
度
存
在
せ
ず
」
と
頭
註
を
も
つ
て
確
言
し
て
い
ら
れ
、
そ

の
後
の
研
究
者
も
多
く
こ
の
説
に
従
う
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
ご
ろ
で
は
徳
川

氏
の
慶
長
七
年
が
確
立
の
年
代
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
博
士
も
虚

心
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
禄
二
年
に
は
呂
宋
渡
航
の
商
船
に
免
状
の
指
輪
が

提
案
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
呂
宋
は
そ
れ
以
後
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

他
の
地
区
に
お
い
て
文
禄
元
年
に
存
在
し
た
と
い
う
推
定
も
可
能
で
は
な
か
ろ

う
か
。
た
し
か
に
存
在
し
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
存
在
の
伝
承
は
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
最
初
に
蒼
い
た
舐
熊
祭
の
鳳
梨
の
話
な
ど
の
よ
う
な

三
〇
〇
年
後
の
伝
説
で
な
く
、
長
崎
荒
木
家
の
古
交
書
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、

一
八
世
紀
初
頭
の
諸
種
の
文
献
に
雷
留
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

伝
承
的
史
料
の
な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
若
干
の
誤
伝
も
あ
ろ
う
が
、
博
士
の
挙
げ

ら
れ
た
耳
触
的
無
条
件
か
ら
み
て
も
、
秀
吉
時
代
に
朱
印
船
貿
易
を
考
え
て
少

し
も
不
思
議
で
は
な
く
、
わ
た
く
し
は
文
禄
元
年
説
を
必
ず
し
も
否
定
で
き
ぬ

の
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に
渡
海
に
関
し
て
は
む
し
ろ
文
禄
元
年
以
前
に
ま
で
源

流
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
今
も
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
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と
ば
客
商
の
占
め
る
役
罰
の
大
き
さ
と
に
ら
み
合
わ
せ
る
と
、
い
っ
そ
う
考
究

の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
最
後
に
、
博
士
に
は
『
南
洋
日
本
町
の
研
究
』
と
い
う
本
書
に
関
係
す
る
こ

と
ふ
か
い
名
著
も
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
研
究
者
の
す
く
な
い
こ
の
方
面
の
研
究

に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
精
彩
あ
る
気
迷
的
研
究
を
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
ふ

か
く
慶
祝
し
た
い
。
附
録
と
さ
れ
た
五
種
の
史
料
も
容
易
に
得
難
い
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
主
要
な
史
料
を
惜
し
み
な
く
学
界
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
に

も
、
ふ
か
い
敬
意
を
払
う
も
の
で
あ
る
、

　
（
A
5
版
四
五
八
頁
　
昭
漁
三
三
年
四
月
爆
撃
堂
発
行
　
定
価
九
八
○
円
）

干
家
尊
宣
先
生

還
暦
記
念

　
　
神
道
論

文
集

柴
　
　
田

実

　
千
家
尊
重
氏
は
塁
室
と
並
ん
で
わ
が
園
最
古
の
懸
詞
と
も
い
う
べ
き
出
雲
転

造
家
の
嫡
流
と
し
て
、
圏
学
院
大
学
に
圏
史
を
修
め
て
後
、
そ
の
家
を
嗣
い
で

出
雲
大
社
教
の
管
長
・
教
統
に
任
じ
、
信
徒
の
信
望
を
一
身
に
担
う
と
と
も
に
、

ま
た
母
校
の
教
授
・
理
事
と
し
て
後
進
の
誘
叛
に
当
り
、
か
た
わ
ら
「
神
道
学

会
」
を
組
織
し
て
い
わ
ゆ
る
「
前
む
き
の
神
道
」
を
鼓
吹
さ
れ
つ
つ
あ
る
斯
道

の
重
鎮
、
で
あ
る
。
昨
年
九
月
そ
の
還
暦
に
当
っ
て
寵
念
の
た
め
、
知
友
・
門
下

閥
十
余
栄
か
ら
氏
に
贈
ら
れ
た
本
論
交
集
は
、
今
臼
神
道
研
究
の
第
一
線
に
あ

る
鍛
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
び
と
を
網
羅
し
、
そ
の
意
昧
で
現
今
の
神
道
学
界
の

金
貌
を
さ
な
が
ら
表
明
す
る
が
如
き
観
あ
る
書
物
で
あ
る
。
も
っ
と
も
A
5
判

全
冊
九
三
七
頁
に
も
及
ぶ
巨
篇
な
が
ら
、
寄
稿
の
各
論
文
は
一
篇
平
均
二
十
頁

そ
こ
そ
こ
で
あ
っ
て
、
広
範
な
悶
題
を
論
じ
、
深
遠
の
論
議
を
つ
く
す
に
は
適
し

な
い
た
め
、
お
の
ず
か
ら
い
わ
ば
手
ご
ろ
な
論
題
に
限
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ

の
種
の
論
文
集
の
常
と
し
て
己
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
中
に
は
と
く

に
研
究
論
文
と
い
う
に
価
し
な
い
一
種
の
所
感
交
の
ご
と
き
も
の
も
若
干
混
じ

て
い
る
の
も
あ
る
い
は
恕
す
べ
き
で
あ
る
や
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
今
、
そ
の

中
比
較
的
主
要
な
論
文
の
み
を
選
ん
で
、
そ
の
論
旨
の
概
要
を
紹
介
し
、
若
干

の
所
見
を
述
べ
た
い
。

　
さ
て
本
暑
は
神
道
学
の
問
題
、
出
雲
大
社
・
嵐
雲
お
よ
び
桐
廼
舎
千
家
尊
宣

先
生
を
語
る
、
の
三
部
に
分
た
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
第
一
部
に
お
い
て

　
腱
後
和
男
・
鎮
魂
の
儀
に
つ
い
て
　
伴
信
友
の
鎮
魂
俵
の
所
説
を
一
罪
参
考

に
し
つ
つ
、
こ
の
古
い
呪
術
の
本
源
の
形
式
と
そ
の
意
味
と
を
探
ろ
う
と
し
た

も
の
。
そ
れ
は
今
臼
ま
で
の
解
説
で
は
も
っ
ぽ
ら
宮
中
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
古
く
は
恐
ら
く
一
般
の
人
び
と
の
上
に
も
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
沖
縄
に
お
け
る
マ
ブ
イ
の
憤
習
を
参
考
し
、
そ
れ

が
古
代
に
お
け
る
巫
女
一
般
の
わ
ざ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
旧
事
本
紀
に
い
う

と
こ
ろ
、
物
部
氏
の
祖
が
は
じ
め
て
鎮
魂
祭
を
行
っ
た
と
す
る
所
伝
を
批
判
し

て
、
物
部
氏
は
古
く
か
ら
政
治
・
軍
事
の
方
柱
に
お
い
て
済
わ
れ
て
い
る
が
本

来
は
呪
術
の
家
業
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
平
安
時
代
に
至
っ
て
斎
部
氏
等
に
対

抗
し
て
、
自
己
主
張
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
て
、
鎮
魂
の
儀
は
天
鋼
女
命
の
遺

跡
だ
と
す
る
古
語
拾
遣
の
所
俵
の
方
が
信
用
す
る
に
足
る
と
論
ぜ
ら
れ
る
。
そ

し
て
最
後
に
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
鎮
魂
が
後
代
宮
中
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
行
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