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原
田
夕
露
氏
の
部
市
研
究
に
示
さ
れ
る
活
躍
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

中
世
か
ら
近
世
へ
と
、
そ
の
足
跡
は
ま
こ
と
に
広
く
且
つ
豊
か
で
あ
る
。
こ
の

欄
日
本
封
建
制
下
の
都
市
と
祉
会
』
は
、
先
に
発
表
さ
れ
た
『
日
本
封
建
都
甫

研
究
』
の
姉
妹
篇
…
と
し
て
、
酪
需
に
つ
づ
い
て
発
表
さ
れ
た
論
文
十
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
氏
に
い
つ
も
御
教
示
を
う
け
る
も
の
と
し
て
、
以
下
不
充
分

で
は
あ
る
が
紹
介
を
し
て
行
き
た
い
。

1

　
我
国
で
い
う
封
建
都
衛
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
う
中
世
都
市
に
相

当
す
る
が
、
そ
の
都
市
の
形
成
期
に
あ
た
る
も
の
を
中
世
都
市
、
成
熟
期
に
あ

た
る
も
の
を
近
世
都
市
と
す
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
と
し
て

中
世
末
と
近
世
初
期
に
つ
い
て
そ
の
差
異
を
論
じ
な
が
ら
、
都
帯
の
発
展
過
程

を
追
求
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
　
「
中
世
都
市
か
ら
近
世
都
市
へ
の
展
開
」
の
意

図
な
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
、
先
ず
都
市
数
で
あ
る
が
、

中
世
に
お
い
て
は
、
氏
の
『
中
世
に
お
け
る
都
市
の
研
究
』
に
集
め
ら
れ
た
も

の
に
更
に
新
し
い
事
例
を
追
加
さ
れ
、
そ
の
数
は
八
、
九
蕎
あ
っ
た
と
し
、
一

方
近
世
に
お
い
て
は
約
二
干
あ
り
、
こ
れ
に
在
郷
町
を
潴
え
る
と
四
千
あ
る
だ

ろ
う
と
す
る
。
次
に
聚
落
の
配
置
は
、
中
世
で
は
疎
散
で
あ
り
複
式
構
造
を
持

ち
、
市
中
心
で
人
口
も
少
い
に
対
し
、
近
世
で
は
街
区
の
集
約
、
団
塊
的
集
落

約
性
格
を
持
ち
、
鵬
舗
中
心
で
、
入
口
も
四
・
五
倍
を
擁
し
て
い
る
。
ま
た
家

屡
は
、
中
世
で
は
平
屋
で
狭
い
が
、
近
世
で
は
二
階
屋
が
多
く
規
摸
も
大
き
く
、

中
期
か
ら
は
瓦
葺
が
み
え
は
じ
め
て
い
る
。
都
市
計
画
は
、
中
世
の
雑
然
た
る

も
の
に
く
ら
べ
、
近
世
で
は
整
然
と
な
り
胴
水
施
設
も
充
実
し
て
い
る
。
一
方
、

町
を
構
成
す
る
各
階
層
は
、
中
世
で
は
武
士
・
農
斑
・
町
人
が
混
在
し
て
い
る

が
、
近
世
で
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
、
町
劇
は
見
事
に
封
建
的
編
成
を
と
っ
て

い
る
。
た
だ
囲
郭
に
お
い
て
は
両
時
代
を
通
じ
て
欠
如
し
て
お
り
、
都
市
の
封

建
的
性
格
に
つ
い
て
も
転
じ
で
あ
る
。

　
以
上
各
面
か
ら
詳
細
に
両
者
の
差
異
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
二
・
三

私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
都
市
と
は
何
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
旧

著
で
は
五
・
六
薫
と
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
八
・
九
首
と
な
っ
て
い
る
。
一
見

し
て
分
か
る
よ
う
に
そ
の
差
は
可
成
り
大
き
い
。
新
史
料
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い

え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
は
単
に
そ
れ
の
み
に
つ
き
な
い
も
の
を
持

っ
て
い
る
と
思
う
。
旧
著
に
お
い
て
、
氏
は
、
都
市
と
は
一
定
の
人
日
・
　
定

の
蒲
業
・
一
定
の
社
会
酌
分
業
の
行
わ
れ
る
聚
落
を
い
う
と
さ
れ
た
が
、
確
か

に
こ
の
一
定
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
殊
に
中
世
に
つ
い
て
単
に
町
な
る

呼
称
を
持
つ
も
の
を
す
べ
て
都
下
と
す
る
こ
と
は
、
漠
然
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
次
に
村
落
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
都
市
の
村
落
か
ら
の
分
離

独
立
度
は
、
中
琶
と
近
世
で
ど
う
違
っ
て
い
る
の
か
、
殊
に
成
熟
期
に
お
い
て

ど
う
あ
っ
た
の
か
と
い
5
点
を
、
地
域
差
・
類
型
差
、
更
に
は
都
市
起
原
の
新

旧
を
考
慮
し
て
、
一
層
明
瞭
に
し
て
歓
し
か
つ
た
と
思
う
。
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笙
二
の
「
中
世
社
寺
領
支
配
の
挫
格
と
そ
の
変
遷
扁
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
門

前
都
市
の
研
究
が
少
い
な
か
で
は
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
労
作
で
あ
る
。
内
容
に

つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
の
末
尾
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
応
要
点

だ
け
を
次
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
門
前
都
市
の
成
立
は
、
鮭
寺
が
経
済
的
基
盤

を
土
地
か
ら
商
業
市
場
へ
移
し
て
き
た
南
北
朝
時
代
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
十
五

世
紀
に
な
る
と
、
社
寺
の
な
か
で
中
下
級
の
神
官
僧
侶
の
拾
頭
が
活
醗
と
な
り
、

こ
れ
に
乗
じ
て
戦
国
大
名
た
ち
が
領
照
支
配
を
強
め
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
大
名
に

よ
る
門
前
都
市
の
支
配
は
、
地
域
に
よ
っ
て
多
少
違
っ
た
形
態
を
と
っ
た
が
、

等
し
く
全
国
酌
に
行
わ
れ
、
殊
に
織
豊
政
権
の
出
現
と
共
に
、
十
六
世
紀
末
に

は
、
封
建
権
力
に
よ
る
門
前
都
市
へ
の
支
配
は
よ
り
手
底
的
に
な
さ
れ
た
。
以

上
が
荒
筋
で
あ
る
が
、
全
く
見
瑛
に
説
き
つ
く
さ
れ
、
私
肉
身
非
常
な
感
銘
を

以
．
て
読
ん
だ
。

　
第
三
に
「
中
世
商
業
の
展
欄
過
程
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
世
の
餐
時
期
に

つ
い
て
商
業
発
展
を
追
求
し
て
い
る
。
以
下
順
を
追
っ
て
述
べ
る
と
、
先
ず
鎌

倉
時
代
で
は
荘
園
領
主
が
商
品
経
済
を
支
配
し
て
お
り
、
商
業
発
達
の
地
域
は
、

京
都
・
鎌
倉
と
精
々
東
海
道
地
域
で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、
銭
納
が

み
え
、
荘
園
内
野
に
市
が
立
ち
、
ま
た
座
が
社
寺
か
ら
は
な
れ
て
今
町
幕
府
・

守
護
大
名
・
在
地
土
豪
と
結
ぶ
よ
う
に
な
る
。
有
力
名
主
が
農
村
市
場
を
支
配

し
、
か
れ
ら
の
な
か
か
ら
商
人
も
あ
ら
わ
れ
る
。
室
町
時
代
に
な
る
と
、
定
期

市
が
み
え
、
農
工
の
分
離
、
商
人
・
手
工
業
者
の
分
離
、
小
売
商
の
串
現
と
な

っ
て
、
行
商
の
規
模
と
行
動
範
鵬
は
拡
大
し
て
く
る
。
こ
う
し
て
十
五
世
紀
の

半
ば
を
迎
え
る
と
、
数
理
の
戸
数
を
持
つ
都
市
が
あ
ら
わ
れ
、
海
外
貿
易
も
協

議
と
な
る
。
土
一
揆
の
蜂
起
は
、
歓
寺
・
幕
府
・
守
護
大
名
の
支
配
す
る
商
品

経
済
に
決
定
的
打
撃
を
与
え
、
領
国
経
済
時
代
と
な
る
。
戦
国
時
代
の
蒲
品
経

済
は
、
小
農
民
・
小
商
工
業
潜
を
母
胎
と
し
て
、
城
下
町
を
整
備
し
、
織
豊
政

権
は
こ
れ
を
一
層
徹
底
的
に
す
る
と
と
も
に
、
金
国
学
な
商
業
発
展
を
行
う
一

方
、
都
市
と
商
業
に
対
す
る
完
全
支
配
を
行
っ
た
。

　
以
上
紹
介
が
禰
冗
慢
と
な
っ
た
が
、
右
の
二
つ
の
論
文
は
、
中
抵
に
お
け
る

商
業
の
発
展
と
都
市
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ
こ
に
重
要
な
も
の
を

含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
一
括
し
て
論
じ
て
み
た
い
。
先
ず
氏
の
商
業

発
展
の
経
過
を
私
な
り
に
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
荘
園
領
主
的
商

品
経
済
（
平
安
末
一
南
北
朝
時
代
）
　
・
室
町
幕
府
・
守
護
大
名
・
樹
果
土
豪
工

商
最
経
済
（
室
町
初
期
一
申
期
）
・
戦
国
大
名
・
織
豊
政
権
的
商
品
経
済
（
戦

国
時
代
i
零
墨
時
代
）
と
な
り
、
尚
室
町
中
期
か
ら
戦
函
時
代
の
聞
に
新
盆
・

地
侍
・
中
下
級
神
官
・
僧
侶
的
商
品
経
済
が
、
若
干
期
で
は
あ
る
が
み
え
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
土
豪
・
地
侍
的
商
品
経
済
を
背
景
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
が
惣

町
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
右
の
図
式
に
よ
っ
て
考
え
る

と
き
、
私
は
戦
蟹
時
代
の
商
業
に
つ
い
て
は
若
干
異
論
を
感
じ
る
。
小
論
で
は

充
分
意
を
つ
く
せ
ぬ
が
、
簡
単
に
い
う
と
次
の
点
で
あ
る
。
氏
は
戦
国
時
代
に

丘ハ

_
分
離
が
強
行
さ
れ
、
楽
市
楽
座
が
発
令
さ
れ
、
土
壌
・
地
待
の
商
業
に
対

し
て
持
つ
支
配
的
紐
帯
を
断
つ
た
と
さ
れ
た
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
こ
の
時
期

に
は
ま
だ
堅
く
来
熟
な
形
で
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
大
和
の
筒
井
な
ど
は
、

土
豪
・
下
侍
的
商
晶
経
済
を
足
場
に
戦
国
大
名
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
兵
農

分
離
が
な
り
、
楽
市
も
そ
れ
が
全
熟
的
に
施
行
さ
れ
る
の
は
天
正
で
あ
り
、
更

に
土
崇
・
地
層
の
商
業
か
ら
の
断
絶
も
織
豊
政
権
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
筒
井
の

没
落
は
そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
よ
う
。
．
つ
ま
り
戦
国
大
名
の
商
業
へ
の
関
係
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は
、
織
豊
政
権
の
そ
れ
と
同
じ
系
列
に
属
す
る
も
の
よ
り
は
、
む
し
ろ
先
に
少

し
述
べ
た
土
豪
・
漉
侍
酌
量
晶
経
済
の
枠
の
中
で
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ

し
て
氏
の
言
わ
れ
る
小
農
民
・
小
手
工
業
春
・
小
商
人
を
母
胎
と
し
て
展
開
す

る
商
業
こ
そ
は
、
織
豊
政
権
を
生
み
細
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、

地
侍
層
の
つ
く
っ
て
い
る
惣
町
の
郷
体
が
強
行
さ
れ
、
都
帝
が
続
々
あ
ら
わ
れ
、

同
時
に
全
国
統
一
の
権
力
が
つ
く
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3

　
安
土
・
桃
山
文
化
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
戦
前
隔
戦
後
を
通
じ
て
数
多
く
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
大
別
す
る
と
、
一
つ
は
専
制
権
力
の
意
志
を
示
し
、

権
力
象
徴
の
糖
化
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
そ
の
面
を
持
つ
も
、
近

世
文
化
、
殊
に
元
禄
交
化
の
先
駆
乃
至
準
備
期
と
し
て
の
性
格
を
も
持
つ
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
　
「
桃
山
文
化
の
蒋
質
」
は
後
岩
の
立
場
に
あ
っ
て
論
を
進
め

る
。
即
ち
、
先
ず
こ
の
文
化
の
特
質
と
し
て
、
強
力
な
封
建
支
配
、
都
衛
と
商

品
経
済
の
開
花
、
根
際
的
世
界
と
の
接
触
と
い
う
三
つ
を
み
、
夫
々
を
具
体
約

な
作
品
と
の
関
連
で
追
求
す
る
。
そ
し
て
右
の
特
質
の
鷹
を
流
れ
る
も
の
と
し

て
、
現
実
的
・
世
俗
的
・
人
間
的
傾
向
、
文
化
圏
が
京
畿
か
ら
地
方
に
ひ
ろ
が

っ
た
こ
と
、
文
化
の
享
受
暦
が
中
下
屑
の
民
衆
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
あ
げ
て

い
る
。
そ
し
て
最
後
に
評
価
の
問
題
に
触
れ
、
こ
の
文
化
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は

い
え
な
い
が
、
近
枇
文
化
を
準
備
し
た
と
い
え
よ
う
と
す
る
。

　
二
・
三
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
と
、
先
ず
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

古
典
文
化
、
つ
ま
り
王
朝
文
化
と
の
関
係
が
当
然
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
宮
廷
貴
族
に
よ
つ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
、
我
が
国
文

化
の
本
流
と
し
て
厳
存
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
は
桃
山
文
化
も
な

り
た
ち
え
な
か
っ
た
ろ
う
。
次
に
こ
れ
と
関
連
し
て
交
化
人
集
団
に
も
触
れ
て

欲
し
か
っ
た
。
こ
の
な
か
に
は
宮
廷
貴
族
・
豪
商
・
浪
人
が
多
く
含
ま
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
実
際
の
文
化
を
荷
担
し
た
も
の
か
ら
考
え
て
み
る
の
も
一
つ
の

方
法
で
は
な
い
か
と
思
う
。
更
に
大
衆
的
文
化
の
享
受
層
で
あ
る
が
、
氏
の
言

わ
れ
る
中
下
層
の
畏
衆
と
い
う
の
は
あ
る
限
定
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち

そ
れ
ら
に
与
っ
た
も
の
は
、
あ
る
程
度
の
知
識
を
持
ち
、
ま
た
富
を
持
つ
た
癬

で
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
最
後
に
氏
の
整
理
し
た
特
質
、
あ
る
い
は
底
を
流
れ
る

も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
諸
点
か
ら
み
る
と
、
全
体
の
印
象
と
し
て
、
今
少
し

ル
ネ
サ
ン
ス
醗
な
も
の
を
強
く
み
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
次
の
コ
兀
禄
文
化
の
背
景
」
は
、
元
禄
時
代
を
中
心
に
燦
然
た
る
華
を
開
い

た
町
人
女
葵
の
背
後
の
事
情
と
し
て
、
商
業
と
都
市
の
発
展
を
検
討
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
た
め
、
氏
は
二
段
の
構
え
を
と
っ
て
論
じ
ら
れ
る
。
一

つ
は
大
阪
を
中
心
と
す
る
日
本
海
岸
・
瀬
戸
内
海
・
九
州
あ
る
い
は
江
戸
な
ど

の
闇
に
結
ば
れ
る
商
品
流
通
網
と
商
業
発
展
の
分
析
で
あ
り
、
他
は
藏
接
文
化

を
生
み
出
し
た
契
機
と
し
て
、
人
々
の
物
質
な
ら
び
に
文
化
・
精
神
生
活
に
つ

い
て
の
配
慮
で
あ
る
。
殊
に
後
春
に
つ
い
て
の
描
写
は
巧
み
な
筆
緻
と
相
ま
っ

て
、
感
覚
的
に
元
禄
文
化
が
大
凡
ど
う
い
う
も
の
か
と
の
見
当
を
つ
け
さ
せ
て

呉
れ
る
。

　
た
だ
異
論
が
な
い
訳
で
は
な
い
博
そ
れ
は
商
業
と
か
都
市
の
発
展
を
少
し
直

線
的
に
と
ら
え
て
い
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
聴
期
の

商
業
と
都
市
の
発
展
が
非
常
な
繁
栄
を
み
せ
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
反
面

転
換
期
に
達
し
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
つ
ま
り
農
孝
心
商
口
㎜
経
済
の

発
展
に
よ
る
都
市
の
停
滞
化
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
権
力
に
よ
る

商
業
発
展
の
阻
止
と
統
網
が
み
え
て
き
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
勿
論
氏
も
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評

価
市
に
お
け
る
貧
富
の
対
立
、
賎
民
に
対
す
る
差
鯛
の
強
化
な
ど
に
は
触
れ
て

い
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
面
を
更
に
追
求
す
べ
き
で
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば

西
鶴
の
作
品
に
は
、
一
方
に
智
慧
と
才
覚
に
よ
っ
て
人
生
を
切
拓
く
新
し
い
人

間
が
え
が
か
れ
る
反
面
、
貧
苦
に
う
ち
ひ
し
が
れ
る
人
間
が
え
が
か
れ
る
。
ま

た
近
松
の
作
品
に
は
重
苦
し
く
の
し
か
か
る
封
建
制
の
圧
力
が
え
が
か
れ
る
。

つ
ま
り
商
業
の
発
展
は
、
そ
の
内
部
に
矛
盾
対
立
を
は
ら
み
、
外
鵠
で
は
封
建

綱
に
対
決
す
る
。
そ
こ
に
焦
点
を
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

4

　
第
六
の
論
文
「
封
建
時
代
賎
民
史
の
諸
問
題
」
は
、
被
差
別
部
落
の
歴
史
を

中
世
末
か
ら
近
世
を
通
じ
て
辿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
部
落
の
主
流
が
近
世

の
織
多
に
系
譜
を
ひ
く
と
こ
ろ
が
ら
、
中
世
に
お
け
る
轍
多
の
実
体
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
の
語
句
は
弘
安
年
闘
に
初
見
を
み
、
つ
い
で
南
北
朝
時
代
か
ら
室

町
・
戦
国
隠
代
に
亙
っ
て
し
ば
し
ば
み
え
て
く
る
。
し
か
し
他
の
賎
民
た
る
散

断
渚
・
唱
聞
師
な
ど
に
く
ら
べ
る
と
数
は
少
い
。
こ
れ
が
近
世
に
な
る
と
、
賎

民
の
仕
事
が
吾
輩
：
警
吏
な
ど
に
局
限
さ
れ
る
と
共
に
、
元
々
そ
れ
に
従
事
し

て
い
た
泣
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
糠
多
な
る
呼
称
が
一
顧
に
絹
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
次
に
近
世
の
も
の
を
主
と
し
て
東
北
に
み
る
と
共
に
、
そ
こ

で
の
賎
民
の
少
い
こ
と
に
注
鷹
す
る
。
と
こ
ろ
で
元
禄
・
寧
保
頃
か
ら
差
別
が

強
化
さ
れ
、
殊
に
無
、
宿
者
・
農
斑
の
非
人
化
、
職
人
仲
闘
の
差
溺
や
、
な
か
に

は
百
姓
一
揆
の
首
謀
者
の
家
族
を
糠
多
に
す
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
れ
は
反
封
建

闘
争
を
そ
ら
す
た
め
の
政
策
と
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
賎
民
と
雑
芸
能
と
の
関

係
を
論
じ
て
稿
を
終
え
て
い
る
。

　
豊
寓
な
史
料
を
駆
使
さ
れ
て
の
論
述
、
就
中
元
禄
・
享
保
期
に
お
け
る
轍

多
・
非
人
へ
の
政
策
に
は
一
入
興
味
を
持
っ
て
読
ん
だ
。
賎
民
史
が
賎
民
の
歴

史
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
歴
史
と
の
関
係
、
氏
の
言
わ
れ
る
理
論
的
究
明

の
深
化
こ
そ
が
将
来
に
課
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
次
の
「
封
建
都
市
の
膚
治
組
織
」
は
、
中
世
・
近
世
を
通
じ
て
都
市
の
自
治

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
中
世
か
ら
は
じ

め
、
そ
こ
で
の
臼
治
組
織
た
る
惣
町
は
、
応
仁
大
乱
前
後
に
つ
く
ら
れ
、
領
主

支
配
か
ら
独
立
を
か
ち
と
ろ
う
と
し
た
と
す
る
。
し
か
し
十
六
世
紀
半
に
な
る

と
、
商
業
の
発
展
が
封
建
制
と
矛
盾
す
る
形
態
を
と
っ
て
き
た
の
で
、
権
力
者

は
統
制
を
強
化
し
、
自
治
的
側
面
を
抑
え
た
。
そ
の
結
果
か
つ
て
の
自
治
酌
側

面
は
か
え
っ
て
都
市
と
晦
驚
を
支
配
す
る
道
具
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
元

禄
・
享
保
期
を
迎
え
る
と
、
在
郷
商
業
を
夢
心
と
し
て
旧
特
権
町
人
は
衰
退
し
、

封
建
的
自
治
組
織
は
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
城
下
町
に
あ
っ
て

は
御
用
的
な
自
治
機
関
は
濃
く
残
っ
た
が
、
港
町
で
は
斑
主
的
な
傾
向
を
と
り
、

更
に
一
般
に
封
建
的
声
治
組
織
は
形
骸
化
す
る
と
。

　
私
は
元
禄
・
享
保
期
か
ら
封
建
的
自
治
組
織
が
衰
退
し
て
行
く
過
程
を
、
城

下
町
・
港
町
に
分
け
て
説
か
れ
た
こ
と
に
興
味
を
持
つ
た
が
、
し
か
し
同
時
に

疑
開
を
感
じ
た
の
は
、
近
世
初
期
に
あ
っ
て
は
、
何
故
陰
欝
な
共
同
体
と
し
て
、

す
べ
て
を
一
括
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
世
の
惣
町
に
も
当

然
関
連
す
る
、
一
壷
に
は
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
、
地
侍
に
よ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
…
の

強
い
も
の
で
あ
っ
た
か
知
れ
な
い
が
、
類
型
・
地
域
な
ど
に
よ
る
差
異
が
あ
る

以
上
、
こ
の
差
異
を
そ
の
ま
ま
認
め
、
殊
更
に
一
般
性
の
み
を
強
調
す
る
必
要

は
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
と
関
連
し
て
、
惣
町
が
多
く
惣
村
結
合
を
母
胎

と
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
も
残
る
。
と
い
う
の
は
、
惣

昨
が
殆
ん
ど
寺
社
門
前
と
か
港
湾
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
み
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る
と
神
人
な
ど
か
ら
転
化
し
た
商
人
や
、
あ
る
い
は
純
然
た
る
商
人
が
惣
町
づ

く
り
に
大
き
く
力
を
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
近
世
中
期
以
降
の
新
ら
し
い
自
治
組
織

と
近
代
の
そ
れ
と
の
関
連
で
あ
る
。
封
建
的
な
形
態
が
形
骸
化
し
た
の
は
窮
実

だ
が
、
そ
の
な
か
か
ら
み
え
る
概
主
酌
な
形
態
は
、
当
然
近
代
社
会
に
う
け
つ

が
れ
て
い
っ
た
と
思
う
が
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

5

　
最
後
に
封
建
都
市
の
崩
壊
期
を
扱
っ
た
三
論
文
が
あ
る
。
先
ず
「
天
覗
期
前

後
の
都
市
市
況
」
は
、
天
明
期
に
お
け
る
都
市
経
済
の
陣
滞
の
経
過
と
そ
の
理

由
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
時
期
の
都
市
は
、
殊
に
東
北
諸
藩
に

お
い
て
そ
の
貧
し
さ
が
著
る
し
く
目
に
付
く
。
ま
た
九
州
は
東
北
程
で
な
い
が
、

上
方
・
山
陽
道
に
く
ら
べ
る
と
繁
栄
度
は
低
い
。
か
か
る
都
市
の
沈
滞
を
生
ん

だ
も
の
は
、
凶
荒
も
あ
る
が
武
士
団
の
窮
乏
・
藩
財
政
の
破
綻
に
よ
る
も
の
が

多
い
。
だ
が
同
時
に
在
方
商
業
の
発
展
に
よ
る
都
市
の
問
屋
・
株
仲
間
の
動
揺

と
衰
退
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
時
期
、
港
町
は
黒
汗
的
に
活
況

を
呈
し
、
ま
た
城
下
町
で
あ
っ
て
も
感
熱
的
市
場
と
結
び
つ
い
た
所
に
あ
っ
て

は
周
様
に
栄
え
て
い
る
と
。

　
私
は
こ
の
な
か
で
、
在
方
商
業
の
進
展
に
よ
っ
て
も
、
港
町
な
ど
は
必
ら
ず

し
も
衰
退
し
な
か
っ
た
、
と
す
る
点
に
可
成
り
興
味
を
持
つ
た
。
た
だ
そ
れ
が

そ
こ
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
三
都
を
含
む
畿
内
先
進
地
域
に

お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
更
に
は
在
方
商
業
と
結
び
つ
き
、
｝
層
の
繁

栄
を
み
せ
た
都
市
が
、
幕
末
・
維
新
の
さ
い
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
の
か
に

つ
い
て
、
氏
の
御
意
晃
を
聞
き
た
い
と
思
う
。

　
次
の
「
近
樵
後
期
の
都
市
下
暦
斑
」
は
、
借
量
と
貧
艮
と
の
分
析
で
あ
る
。

先
ず
借
屋
に
み
る
と
、
そ
の
数
は
初
期
に
あ
っ
て
は
家
持
六
に
対
し
四
の
劇
合

で
あ
っ
た
が
、
時
代
の
降
る
に
つ
れ
、
そ
れ
も
商
業
発
達
の
進
ん
だ
と
こ
ろ
程
．

そ
の
率
は
高
く
な
っ
て
く
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
都
市
に
お
け
る
市

況
の
停
滞
と
村
落
か
ら
の
流
入
の
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
借
屋
へ
の
圧
逡
は

元
禄
以
降
強
化
さ
れ
、
殊
に
貧
窮
農
民
の
都
市
流
入
が
多
く
な
る
に
し
た
が
っ

て
一
段
と
高
め
ら
れ
る
。
一
方
か
れ
ら
を
含
む
貧
民
の
数
は
、
後
期
に
な
る
と

凶
作
や
幣
制
紫
乱
の
た
め
激
増
し
、
更
に
は
貧
窮
の
度
を
増
し
て
い
っ
た
。
殊

に
三
都
な
ど
で
は
過
半
数
が
逸
史
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
か
れ
ら
を
吸
収
す
べ

き
都
衛
の
資
本
制
生
藍
は
崇
熟
で
あ
っ
た
と
。

　
崩
れ
さ
る
借
屋
・
貧
民
層
の
分
析
は
見
事
で
あ
る
。
唯
余
分
な
こ
と
か
も
分

か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
都
市
は
崩
れ
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
新
し
い
胎
動
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
ゾ
）
か
と
の
疑
問
が
達
て
く
る
。
た
と
え
ば
家
持
i
借
屋
の
封

建
的
関
係
で
あ
る
が
、
借
屋
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

借
屋
の
社
会
的
地
位
の
向
上
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
家
持
1
借
屋
関

係
は
、
時
代
の
推
移
と
共
に
漸
次
変
質
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は

前
記
の
都
市
陶
治
組
織
の
場
合
と
も
関
連
す
る
と
考
え
る
。

　
最
後
は
「
近
世
の
町
方
騒
擾
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
日
本
封
建
都
市
研
究
』

の
な
か
に
示
さ
れ
た
二
百
件
の
事
例
に
、
更
に
七
十
件
を
追
加
し
た
も
の
で
あ

る
。
即
ち
、
騒
擾
は
幕
政
初
期
に
も
み
ら
れ
る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
享
保
以

後
に
続
発
し
て
お
り
、
殊
に
凶
荒
期
で
あ
る
天
明
期
に
は
六
十
件
を
数
え
て
い

る
。
多
く
は
巨
商
に
対
す
る
打
署
し
で
あ
る
が
、
幕
末
に
な
る
と
町
政
刷
新
を

意
図
し
た
騒
動
が
あ
り
、
在
郷
町
を
含
め
町
人
と
農
民
の
呼
応
に
よ
る
も
の
が

あ
り
、
世
直
し
一
揆
の
形
態
を
と
っ
て
来
る
。
ま
た
天
保
に
な
る
と
局
地
的
・
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諜潜

狐
立
的
で
な
く
、
全
国
的
に
、
、
そ
れ
も
有
機
的
な
関
連
性
を
持
つ
も
の
と
な
つ

．
て
く
る
。
戦
術
も
巧
み
で
組
織
豹
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
時
期
の
特
色
で

あ
る
と
。

　
こ
れ
は
都
市
民
に
よ
る
反
封
建
闘
争
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る

町
入
た
ち
の
積
極
的
な
蜂
起
と
、
先
の
論
文
に
み
る
お
ち
ぶ
れ
行
く
下
層
民
と

の
関
遮
が
ど
う
な
る
の
か
、
将
来
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

　
以
上
十
篇
に
の
ぼ
る
論
文
の
紹
介
と
、
二
・
三
の
疑
点
や
意
見
を
述
べ
た
の

で
あ
る
が
、
理
解
の
未
熟
さ
の
た
め
誤
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
と
も
思
う
。

殊
に
近
世
に
つ
い
て
は
、
泓
肉
身
直
接
に
研
究
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
全
く

的
を
外
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
の
点
お
許
し
を
願
い
た
い
。
　
（
A
5

四
〇
六
頁
昭
和
三
凶
年
十
一
月
三
一
書
房
刊
定
価
八
○
○
円
）

大
阪
歴
史
学
会
編

封
建
社
会
の
村
と
町

中
　
村

哲

　
大
阪
歴
史
学
会
の
朝
立
｝
○
周
年
を
記
念
し
て
こ
冊
の
論
文
集
が
刊
行
さ
れ

た
。
構
学
会
古
代
史
部
会
担
当
の
『
律
令
国
家
の
基
礎
構
造
』
と
近
町
史
部
会

担
当
の
『
封
建
社
会
の
村
と
町
』
と
題
す
る
本
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
在
野
の
学

会
と
し
て
困
難
な
条
件
を
克
服
し
な
が
ら
研
究
を
す
す
め
、
多
く
の
業
績
を
あ

げ
て
き
た
大
阪
歴
史
学
会
が
一
〇
周
年
を
む
か
え
、
こ
こ
に
記
念
論
文
集
を
発

表
さ
れ
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
敬
意
を
表
し
た
い
。

　
さ
て
本
書
は
「
畿
内
先
進
地
域
の
史
的
研
究
偏
と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
近
世
、
と
く
に
近
世
後
期
の
大
阪
周
辺
地
域
の
祉
会
経
済
史
の
個

別
研
究
が
中
心
と
な
り
、
そ
れ
に
戦
後
の
当
該
地
域
の
研
究
契
の
整
理
と
展
望

を
加
え
、
一
〇
編
の
研
究
論
文
よ
り
な
り
、
巻
末
に
「
摂
河
療
州
農
民
闘
争
年

表
」
と
「
摂
河
泉
史
文
献
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
「
ま
え
が
き
」
の
冒
頭
に

「
封
建
赴
会
か
ら
近
代
祉
会
へ
の
移
行
へ
封
建
制
解
体
）
過
程
は
、
そ
れ
が
典

型
的
に
経
過
し
た
と
さ
れ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ぼ
あ
い
に
も
、
複
雑
・
多
岐
の

動
向
に
み
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
に
特
殊
の
檸
滞
性
・
後
進
性
を
か
か
え

こ
ん
だ
東
洋
諸
国
、
ま
た
日
本
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
埋
没
さ
れ
、
あ

る
い
は
曲
折
し
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
幕
藩
体
制
社
会
の

う
ち
に
追
及
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
塞
近
世
史
研
究
の
ひ
と
つ

の
課
題
で
あ
っ
て
、
近
世
後
期
の
問
題
は
明
ら
か
に
こ
こ
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
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