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は
じ
め
に
　
　

　
鄭
氏
は
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
シ
ナ
海
域
に
お
け
る
有
力
な
海

洋
商
人
で
あ
っ
た
李
旦
の
集
団
を
、
一
七
世
紀
前
半
に
鄭
芝
龍
が

引
き
継
い
だ
こ
と
で
台
頭
し
た
海
上
勢
力
で
あ
る
。
彼
の
息
子
で

あ
る
鄭
成
功
は
、
台
湾
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
〔
正

式
名
称
は
連
合
東
イ
ン
ド
会
社<Vereenigde O

ost Indische 
Com

pagnie>

、Ｖ
Ｏ
Ｃ
と
略
す
〕の
拠
点
で
あ
っ
た
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ

ア
城
を
一
六
六
二
年
に
占
領
し
て
以
降
、
鄭
経
、
鄭
克
　
と
続
く
政

権
を
形
成
し
た
。
台
湾
鄭
氏
は
、
大
陸
を
支
配
下
に
お
い
た
清
朝
や

台
湾
を
追
わ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
対
抗
し
な
が
ら
、
清

朝
に
征
服
さ
れ
る
一
六
八
三
年
ま
で
台
湾
や
厦
門
な
ど
を
拠
点
に
日

本
や
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
各
地
と
貿
易
を
展
開
す
る
。
こ
の
う
ち
本

稿
が
取
り
あ
げ
る
ジ
ャ
ワ
に
つ
い
て
は
、
特
に
一
六
六
〇
年
代
後
半

以
降
、
胡
椒
や
船
舶
の
取
引
を
通
じ
て
、
バ
ン
テ
ン
や
ジ
ャ
ワ
北
岸

地
域
（
１
）

に
お
い
て
鄭
氏
の
勢
力
が
活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
本
稿
で

は
、
主
に
台
湾
を
拠
点
に
置
い
た
時
期
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と

か
ら
、
当
該
の
勢
力
を
台
湾
鄭
氏
と
し
て
、
彼
ら
の
海
上
貿
易
や
そ

れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
活
動
に
か
ん
す
る
議

論
を
行
う
。

　
台
湾
鄭
氏
を
扱
っ
た
研
究
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
本
稿
が
扱
う

海
上
貿
易
と
関
連
す
る
も
の
は
、
主
に
文
献
史
学
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ

　
論
文

　
台
湾
鄭
氏
と
ジ
ャ
ワ

久
　
礼
　
克
　
季

キ
ー
ワ
ー
ド

　
台
湾
鄭
氏
　
ジ
ャ
ワ
島
　
バ
ン
テ
ン
王
国
　
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
　
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
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し
た
も
の
と
考
古
学
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
が
存
在
す
る
。

前
者
に
関
し
て
は
、
近
年
で
は
鄭
維
中<Cheng W

ei-chung>

や

上
田
信
に
よ
る
研
究
が
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
鄭
維
中
は
、
一
六
世

紀
後
半
以
降
中
国
沿
岸
で
活
発
に
展
開
す
る
中
国
海
洋
商
人
の
活
動

を
論
じ
る
な
か
で
、
鄭
芝
龍
か
ら
鄭
克
　
の
時
代
に
鄭
氏
が
台
湾
を

拠
点
と
し
て
日
本
の
「
鎖
国
」
や
清
朝
の
海
禁
令
を
利
用
し
な
が
ら

中
国
―
日
本
―
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
と
島
嶼
部
の
一
部
で
活
発
に
海

上
貿
易
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
２
）

。
上
田
は
、
海
禁
政
策

下
で
絶
え
ず
陸
上
貿
易
と
海
上
貿
易
と
が
一
方
で
連
携
し
な
が
ら
他

方
で
は
対
立
し
た
明
清
時
代
に
お
け
る
社
会
経
済
を
論
じ
る
な
か

で
、
特
に
シ
ナ
海
世
界
の
各
地
で
展
開
し
た
海
上
勢
力
の
活
動
に
お

い
て
台
湾
鄭
氏
に
つ
い
て
言
及
し
、
特
に
鄭
成
功
が
作
っ
た
貿
易
組

織
や
諜
報
活
動
と
結
び
つ
い
た
鄭
成
功
の
貿
易
や
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の

抗
争
、
そ
の
延
長
線
上
で
お
こ
っ
た
台
湾
占
領
に
つ
い
て
論
じ
る
（
３
）
。

こ
れ
ら
両
者
の
研
究
か
ら
、
台
湾
鄭
氏
の
活
動
に
か
ん
し
て
、
文
献

史
学
か
ら
は
台
湾
占
領
な
ら
び
に
清
朝
や
Ｖ
Ｏ
Ｃ
と
の
外
交
、
日
本

や
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
と
の
貿
易
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ

て
い
る
。

　
一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
坂
井
隆
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
坂

井
は
西
ジ
ャ
ワ
の
バ
ン
テ
ン
に
あ
る
遺
跡
か
ら
大
量
に
出
土
す
る
肥

前
陶
磁
の
発
掘
や
出
土
物
の
分
析
を
通
じ
、
そ
の
多
く
が
一
七
世
紀

中
葉
以
降
に
発
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
当
該
の
時
期
が
清
朝
海
禁

令
の
時
期
に
あ
た
り
中
国
か
ら
の
陶
磁
器
輸
出
が
非
常
に
困
難
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
時
バ
ン
テ
ン
に
肥
前
陶
磁
を
運
ん
で
い

た
の
は
台
湾
鄭
氏
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
（
４
）

。
こ
の
指
摘
か
ら
、
当
該
時

期
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
と
ジ
ャ
ワ
島
〔
バ
ン
テ
ン
〕
と
の
貿
易
を
は

じ
め
と
す
る
関
係
が
提
示
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
文
献
史
学
か

ら
の
研
究
成
果
と
考
古
学
か
ら
の
研
究
成
果
が
符
合
し
て
い
な
い
と

の
問
題
が
存
在
す
る
。
台
湾
鄭
氏
の
海
上
活
動
に
つ
い
て
そ
の
全
体

像
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
―
東
南
ア
ジ
ア

大
陸
部
・
島
嶼
部
の
一
部
で
の
活
動
に
加
え
、坂
井
の
指
摘
す
る
ジ
ャ

ワ
島
に
お
け
る
活
動
を
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
考

察
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
湾
鄭
氏
の
活
動
が
こ
れ
ま
で
よ
り
も

詳
細
に
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

バ
ン
テ
ン
王
国
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
に
お
け
る
ジ
ャ
ワ
島
の
主
要

勢
力
と
台
湾
鄭
氏
と
の
関
係
、
ま
た
台
湾
で
は
鄭
氏
と
決
定
的
に
敵

対
を
し
た
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
の
活
動
へ
の
対

応
を
も
明
ら
か
に
で
き
、
一
七
世
紀
の
ジ
ャ
ワ
島
や
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
の
活
動
を
検
討
す
る
上
で
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
著
者

は
考
え
る
。

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
特
に
一
七
世
紀
後
半
の
ジ
ャ
ワ

島
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
の
活
動
に
つ
い
て
、
当
時
バ
タ
ヴ
ィ
ア
を
は

じ
め
ジ
ャ
ワ
島
各
地
に
拠
点
を
持
っ
た
主
に
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
史
料
を
中
心
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に
使
い
、
一
部
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
文
書
も
用
い
な
が
ら
考

察
す
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
一
七
世
紀
後
半
、
特
に
一
六
六
〇
年
代

後
半
か
ら
一
六
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
台
湾
鄭
氏
が
バ
ン
テ
ン

王
国
の
有
力
者
層
や
そ
の
配
下
の
華
人
と
連
携
し
な
が
ら
同
地
と
台

湾
や
中
国
沿
岸
と
の
貿
易
を
展
開
し
、
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
で
も
活
動

を
行
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一
　
台
湾
鄭
氏
と
そ
の
貿
易
・
対
外
関
係

　
台
湾
鄭
氏
の
貿
易
や
ジ
ャ
ワ
島
で
の
活
動
に
つ
い
て
論
じ
る
前

に
、
ま
ず
は
背
景
と
な
る
彼
ら
の
歴
史
に
つ
い
て
そ
の
前
史
も
含
め

て
概
観
し
、
続
い
て
台
湾
鄭
氏
が
行
っ
た
貿
易
政
策
と
、
貿
易
の
概

要
に
つ
い
て
、
こ
の
節
で
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
一
五
六
七
年
、
後
期
倭
寇
の
終
息
と
と
も
に
そ
れ
ま
で
明
朝
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
海
禁
政
策
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
「
密
貿
易
」
の
形
で
活
動
を
行
っ
て
き
た
中
国
の
海
洋
商

人
達
は
活
動
を
活
発
化
さ
せ
、
そ
れ
に
伴
い
組
織
化
し
て
活
動
を
行

う
動
き
が
始
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
台
頭
し
た
の
が
李
旦
で
あ

る
。
海
洋
商
人
の
主
要
人
物
で
あ
っ
た
彼
は
、
ま
ず
マ
ニ
ラ
、
そ
の

後
は
平
戸
に
拠
点
を
置
き
、
中
国
や
ト
ン
キ
ン
な
ど
貿
易
を
行
い
、

台
湾
へ
も
朱
印
船
を
派
遣
し
た
。
加
え
て
李
旦
は
、
中
国
本
土
と
台

湾
と
を
航
行
す
る
船
舶
を
攻
撃
し
て
、
台
湾
を
経
由
す
る
貿
易
ル
ー

ト
の
独
占
を
図
っ
た
。

　
そ
の
李
旦
の
後
を
継
い
だ
の
が
、
鄭
芝
龍
で
あ
る
。
李
旦
の
下

で
海
上
貿
易
を
始
め
と
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
彼
は
、
そ
の
功

績
が
認
め
ら
れ
、
李
旦
に
信
任
さ
れ
て
義
理
の
親
子
関
係
を
結
び
、

一
六
二
五
年
に
李
旦
が
死
去
す
る
と
、
そ
の
資
産
の
ほ
と
ん
ど
を
入

手
し
て
後
継
者
と
な
っ
た
。
そ
の
後
鄭
芝
龍
は
、
福
建
沿
岸
地
域
で

武
装
し
て
活
動
を
展
開
し
て
競
争
相
手
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
り
更

に
勢
力
を
拡
大
し
、
一
六
二
八
年
に
は
厦
門
を
占
領
し
た
。
海
上
で

の
武
力
活
動
を
通
じ
て
自
ら
の
下
で
洋
上
に
お
け
る
治
安
を
安
定
さ

せ
た
彼
は
、
明
朝
か
ら
そ
の
功
績
を
認
め
ら
れ
、「
海
防
遊
撃
」
と

い
う
沿
岸
警
備
の
役
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

　
こ
の
鄭
芝
龍
の
息
子
で
、
後
に
台
湾
占
領
を
行
っ
た
の
が
、
鄭
成

功
で
あ
る
。
一
六
二
三
年
鄭
森
と
い
う
名
で
平
戸
に
生
ま
れ
た
彼

は
、
一
六
三
〇
年
に
科
挙
の
準
備
の
た
め
福
建
に
戻
っ
た
こ
と
で
中

国
沿
岸
と
関
係
を
構
築
し
、
父
と
並
ん
で
シ
ナ
海
域
の
海
洋
商
人
お

よ
び
海
上
勢
力
の
指
導
者
と
し
て
台
頭
し
た
。
自
ら
の
勢
力
を
明
朝

や
そ
の
亡
命
政
権
に
認
め
ら
れ
た
彼
は
、
一
六
四
五
年
に
同
王
朝

の
隆
武
帝
か
ら
明
朝
の
皇
室
と
同
じ
「
朱
」
姓
を
与
え
ら
れ
、
名

を
「
成
功
」
と
す
る
（
５
）

。
中
国
本
土
に
お
い
て
明
清
交
代
が
展
開
す
る

な
か
、
父
鄭
芝
龍
と
息
子
鄭
成
功
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
対
応
を

取
っ
た
。
鄭
芝
龍
は
、
南
京
に
あ
っ
た
明
の
亡
命
政
権
が
壊
滅
し
た

際
に
擁
立
し
た
隆
武
帝
が
一
六
四
六
年
に
捕
ら
え
ら
れ
て
死
去
す
る
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と
、
清
朝
に
投
降
す
る
。
一
方
、
鄭
成
功
は
父
に
は
従
わ
ず
、
皇
帝

に
擁
立
さ
れ
た
永
暦
帝
を
支
持
す
る
。
鄭
芝
龍
は
、
鄭
成
功
に
対

し
て
投
降
を
持
ち
か
け
る
が
、
彼
が
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と

で
、
鄭
芝
龍
は
清
朝
に
よ
っ
て
成
功
と
連
絡
を
取
っ
て
い
た
と
の
嫌

疑
を
か
け
ら
れ
一
六
六
一
年
に
処
刑
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
鄭
成
功

は
、
鄭
芝
龍
が
持
っ
て
い
た
制
海
権
を
引
き
継
い
だ
。
そ
の
後
明
朝

の
復
興
を
目
指
す
鄭
成
功
は
、
一
六
五
五
年
以
降
南
京
の
奪
回
を
目

指
し
、
さ
ら
に
一
六
五
八
年
に
は
北
伐
に
出
る
が
い
ず
れ
も
失
敗
す

る
。
逆
に
一
六
六
〇
年
に
清
が
攻
勢
を
か
け
る
と
、
彼
は
陸
地
の
支

配
地
域
の
大
半
を
失
い
、
厦
門
と
金
門
島
を
中
心
と
す
る
島
々
を
保

つ
の
み
と
な
っ
た
。
失
地
回
復
を
図
る
鄭
成
功
は
、
一
六
六
一
年
に

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
台
湾
・
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
を
攻
撃
し
、

一
六
六
二
年
こ
れ
を
陥
落
さ
せ
台
湾
を
占
領
、
同
じ
年
に
は
当
時
ス

ペ
イ
ン
領
だ
っ
た
マ
ニ
ラ
遠
征
を
計
画
し
、
こ
の
情
報
が
洩
れ
当
地

で
華
人
虐
殺
が
発
生
す
る
。
こ
う
し
て
清
朝
と
対
抗
し
な
が
ら
シ
ナ

海
域
で
強
大
な
勢
力
を
誇
っ
た
鄭
成
功
だ
っ
た
が
、
台
湾
占
領
の
直

後
に
急
死
し
た
。

　
鄭
成
功
の
後
を
継
い
だ
の
が
、
鄭
経
で
あ
る
。
一
六
四
二
年
に

鄭
成
功
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
彼
は
、
厦
門
を
拠
点
に
育
っ

た
。
一
六
六
二
年
の
鄭
成
功
の
死
去
に
際
し
て
、
厦
門
で
後
継
を
宣

言
し
た
が
、
翌
一
六
六
三
年
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
艦
隊
が

厦
門
・
金
門
島
へ
攻
撃
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
彼
は
前
者
を
追
わ

れ
、
一
六
六
四
年
に
拠
点
を
台
湾
へ
移
し
て
活
動
を
行
う
。
そ
の
後

一
六
七
三
年
か
ら
一
六
八
一
年
ま
で
中
国
本
土
で
展
開
し
た
三
藩
の

乱
が
起
こ
る
と
、
鄭
経
は
厦
門
の
奪
還
を
意
図
し
て
三
藩
側
に
参
加

し
、
一
時
的
に
厦
門
中
心
と
す
る
福
建
・
広
東
の
勢
力
圏
を
獲
得
し

た
。
し
か
し
そ
の
後
清
朝
が
反
撃
し
た
こ
と
で
、
彼
は
一
六
八
〇
年

台
湾
へ
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
翌
一
六
八
一
年
に
死
去
し
た
。

　 

鄭
経
が
死
去
し
て
以
降
、
台
湾
鄭
氏
で
は
鄭
克
　
が
後
継
者
と

な
る
が
、
後
継
者
争
い
を
め
ぐ
る
内
紛
か
ら
王
国
は
弱
体
化
し
た
こ

と
や
更
に
清
朝
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
で
、
一
六
八
三
年
鄭
克
　

は
同
王
朝
に
降
伏
し
、
台
湾
鄭
氏
政
権
の
幕
が
閉
じ
た
。

　
こ
う
し
た
台
湾
鄭
氏
は
、
ど
の
よ
う
な
貿
易
を
行
っ
た
の
か
。
そ

の
政
策
に
つ
い
て
、
上
田
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
鄭
氏
は
、
自

ら
は
直
接
貿
易
に
関
与
せ
ず
、
自
政
権
が
持
つ
「
五
大
商
」
と
呼
ば

れ
る
商
人
組
織
の
商
人
に
資
金
を
貸
し
付
け
て
商
売
を
行
わ
せ
、
そ

の
利
息
を
得
る
こ
と
で
財
政
を
賄
っ
て
い
た
。
ま
た
五
大
商
は
、
貿

易
だ
け
で
な
く
諜
報
・
工
作
活
動
も
行
っ
て
お
り
、
鄭
氏
政
権
に
お

い
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
加
え
て
台
湾

鄭
氏
は
、
特
に
シ
ナ
海
を
航
行
す
る
貿
易
船
に
航
行
許
可
証
で
あ
る

「
牌
」
を
持
た
せ
、
そ
れ
を
持
た
な
い
船
舶
も
し
く
は
所
有
す
る
牌

の
期
限
が
切
れ
て
い
る
船
舶
に
つ
い
て
は
拿
捕
し
、
そ
の
貨
物
を
押

収
し
て
い
た
（
６
）

。
こ
う
し
た
政
策
か
ら
鄭
氏
は
、
シ
ナ
海
域
で
は
、
同

海
域
に
お
い
て
自
由
な
航
行
や
貿
易
を
求
め
る
Ｖ
Ｏ
Ｃ
と
激
し
く
対
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立
し
た
（
７
）

。

　
一
方
、
鄭
氏
の
勢
力
が
行
っ
た
貿
易
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
鄭
維

中
が
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
鄭
芝
龍
時
代
の
鄭
氏
は
、
中
国
の
生

糸
と
日
本
の
銀
を
扱
っ
た
貿
易
を
主
と
し
て
展
開
し
、
加
え
て
マ
ニ

ラ
か
ら
中
国
へ
向
け
た
銀
の
輸
入
も
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
当
時

中
国
に
お
け
る
銀
の
需
要
と
日
本
に
お
け
る
絹
〔
生
糸
〕
の
需
要
が

と
も
に
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
（
８
）
。
一
六
四
〇
年
代
以

降
、
鄭
氏
は
鹿
皮
の
取
引
を
通
じ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
南
部
の
広
南
阮
氏

や
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
経
由
し
た
形
で
シ
ャ
ム
と
も
貿
易
を
行
う
。
同
年

代
後
半
以
降
に
な
る
と
、
シ
ャ
ム
と
の
直
接
貿
易
を
大
規
模
に
行

い
、
さ
ら
に
北
部
ベ
ト
ナ
ム
の
鄭<

チ
ン>
氏
政
権
と
も
貿
易
を
展

開
す
る
（
９
）

。
そ
の
後
一
六
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
中
国
で
は
胡
椒
、
日

本
で
は
鹿
皮
の
需
要
が
そ
れ
ぞ
れ
高
ま
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
鄭

氏
は
、
ベ
ト
ナ
ム
・
シ
ャ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
―
中
国
―
日
本
間
の
貿

易
を
強
化
す
る
一
方
で
、
同
年
代
前
半
以
降
に
は
東
南
ア
ジ
ア
に
お

け
る
胡
椒
生
産
地
の
一
つ
で
あ
る
ス
マ
ト
ラ
の
パ
レ
ン
バ
ン
と
貿
易

を
行
う）
（1
（

。
ま
た
、
一
六
六
〇
年
代
後
半
に
は
、
マ
レ
ー
半
島
の
東
岸

に
あ
る
リ
ゴ
ー
ル）
（（
（

と
も
活
発
に
貿
易
を
行
っ
た）
（1
（

。ま
た
台
湾
鄭
氏
は
、

一
六
六
五
年
以
降
、
特
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
で
活
発
に
貿
易
を
展
開

し
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
の
商
館
が
一
六
六
七
年
台
湾
鄭
氏
に
よ
っ
て
商
館
長
が
殺

害
さ
れ
て
商
館
も
放
火
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
以
後
こ
の
地

で
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
商
館
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た）
（1
（

。
カ
ン
ボ
ジ
ア

と
リ
ゴ
ー
ル
で
鄭
氏
の
活
動
が
活
発
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
以
下
の

よ
う
な
背
景
が
あ
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
つ
い
て
は
、
台
湾
鄭
氏
と
オ

ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
敵
対
し
て
い
く
状
況
で
、
後
期
ア
ユ
タ
ヤ

朝
治
世
の
シ
ャ
ム
は
後
者
を
支
持
し
、
一
六
六
五
年
に
は
Ｖ
Ｏ
Ｃ
と

友
好
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
シ
ャ
ム
に
来
航
し
て
い

た
鄭
氏
配
下
の
商
人
が
広
南
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
逃
れ
た
と
い
う
事
情

が
あ
る
。
他
方
リ
ゴ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

が
シ
ャ
ム
湾
を
封
鎖
し
た
際
に
、
そ
の
迂
回
ル
ー
ト
の
中
継
地
と
し

て
当
地
が
注
目
さ
れ
、
貿
易
が
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し

た
状
況
の
な
か
で
、台
湾
占
領
以
前
に
は
、鄭
氏
龍
が
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
ジ
ャ

ワ
島
に
お
け
る
本
拠
地
バ
タ
ヴ
ィ
ア
と
も
、
配
下
の
華
人
を
使
っ
て

大
規
模
に
貿
易
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
や
鄭
維
中

は
述
べ
て
い
る）
（1
（

。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
台
湾
占
領
以
前
か
ら
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
緊
張
関
係
が
あ
り
、
特
に
一
六
五
〇
年
代
以
降

会
社
と
激
し
く
対
立
し
た
鄭
成
功
が
バ
タ
ヴ
ィ
ア
へ
船
を
派
遣
し
た

の
は
、
一
六
五
五
年
、
一
六
五
四
年
、
一
六
五
八
年
と
極
め
て
少
な

か
っ
た
。
加
え
て
一
六
五
八
年
に
つ
い
て
は
、
金
・
磁
器
・
胴
と
胡

椒
の
取
引
こ
そ
付
随
し
て
行
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
主
た
る
目
的
は

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
交
渉
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
鄭
成
功

の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
訪
問
に
つ
い
て
、
Ｖ
Ｏ
Ｃ
は
、
当
惑
し
な
が
ら
拒
否

せ
ず
に
渋
々
受
け
入
れ
た
こ
と
も
、
両
氏
は
指
摘
し
て
い
る）
（1
（

。
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さ
ら
に
、
著
者
は
、
台
湾
鄭
氏
が
マ
ル
ク
諸
島
に
お
い
て
も
活

動
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。『
バ
タ
ヴ
ィ
ア
城
日
誌
』

に
は
、
一
六
六
三
年
六
月
一
五
日
の
記
事
に
、
前
年
に
マ
ル
ク
諸
島

で
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
っ
て
拿
捕
さ
れ
た
台
湾
鄭
氏
の
船

舶
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
鄭
氏
が
同
諸
島
に
来
航
し
た
目
的

は
、
間
違
い
な
く
同
地
域
で
生
産
さ
れ
る
丁
子
、
肉
豆
蔲
と
い
っ
た

香
辛
料
の
入
手
だ
ろ
う
。こ
の
年
に
お
け
る
マ
ル
ク
諸
島
へ
航
海
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
を
経
由
し
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
理
由
に

は
、
拿
捕
さ
れ
た
年
が
ま
さ
に
鄭
氏
に
よ
る
台
湾
占
領
の
年
で
、
台

湾
鄭
氏
と
会
社
と
の
関
係
が
極
め
て
険
悪
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
の
た

め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
拠
点
を
置
き
活
発
に
活
動
を

行
っ
て
い
た
ジ
ャ
ワ
島
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
で
航
海
す
る
こ
と
が
、

鄭
氏
に
と
っ
て
非
常
に
危
険
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
実
際
に
当
該
時

期
の
Ｖ
Ｏ
Ｃ
文
書
に
は
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
を
除
い
た
ジ
ャ
ワ
島
周
辺
で

鄭
氏
の
船
舶
の
航
行
を
記
録
す
る
記
事
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
。
他
方

で
彼
ら
は
、
こ
の
時
期
に
は
既
に
マ
ニ
ラ
を
は
じ
め
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ

と
し
ば
し
ば
航
海
し
貿
易
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
以
上
の
事
実
を
ま
と
め
る
と
、
一
六
六
〇
年
代
ま
で
台
湾
鄭
氏
お

よ
び
そ
の
配
下
に
い
た
華
人
は
、
中
国
沿
岸
、
日
本
、
東
南
ア
ジ
ア

大
陸
部
お
よ
び
島
嶼
部
の
一
部
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
他
方
で
鄭
成
功
は
、
三
度
バ
タ
ヴ
ィ
ア
へ
の
航
海
を
行
っ
た

も
の
の
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
強
い
緊
張
・
敵
対
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ワ
島
で
の
活
動
は
一
六
六
〇
年
代
初
頭
ま

で
他
の
地
域
と
比
べ
る
と
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
う
し

た
状
況
は
、
同
年
代
後
半
以
降
に
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
。

二
　
台
湾
鄭
氏
と
ジ
ャ
ワ
島

　
台
湾
占
領
以
降
、
台
湾
鄭
氏
な
ら
び
に
そ
の
配
下
の
華
人
、
彼
ら

と
関
係
を
構
築
し
た
勢
力
が
ジ
ャ
ワ
島
に
お
い
て
バ
タ
ヴ
ィ
ア
以
外

で
活
動
が
顕
著
に
な
る
の
は
、
一
六
六
〇
年
後
半
か
ら
一
六
七
〇
年

代
初
頭
の
時
期
で
あ
る
。
当
該
時
期
に
お
い
て
台
湾
鄭
氏
は
、
ま
ず

バ
ン
テ
ン
と
関
係
を
構
築
し
た
こ
と
を
契
機
に
活
動
を
開
始
し
、
遅

く
と
も
一
六
六
九
年
以
降
当
地
に
お
い
て
そ
の
活
動
が
顕
著
と
な
っ

た
。
坂
井
は
、
バ
ン
テ
ン
に
お
い
て
肥
前
陶
磁
が
多
く
出
土
す
る
遺

跡
に
つ
い
て
、
王
国
の
首
都
が
あ
っ
た
バ
ン
テ
ン
川
河
口
の
ラ
ー
マ

と
そ
の
東
方
に
あ
り
同
王
国
の
離
宮
で
あ
っ
た
テ
ィ
ル
タ
ヤ
サ
の
二

つ
を
挙
げ
、
特
に
後
者
が
最
も
肥
前
陶
磁
の
出
土
す
る
遺
跡
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る）
（1
（

。
加
え
て
坂
井
や
ギ
オ
ー
は
、
後
者
が
使
わ
れ
た

時
期
が
一
六
六
三
～
一
六
八
二
年
で
あ
っ
た
と
す
る）
（1
（

。
こ
の
こ
と
か

ら
、
バ
ン
テ
ン
で
台
湾
鄭
氏
が
活
躍
し
た
時
期
と
当
地
に
お
い
て
最

も
多
く
肥
前
陶
磁
が
出
土
す
る
時
期
は
、
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
バ
ン
テ
ン
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
を
記
録
す
る
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
各
文
書
で
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は
、
そ
の
多
く
に
お
い
て
当
地
の
有
力
者
と
台
湾
鄭
氏
と
の
密
接
な

関
係
が
現
れ
る
。
そ
の
契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
出
来

事
が
一
六
六
六
年
か
ら
一
六
六
七
年
に
か
け
て
生
じ
た
こ
と
が
、
Ｖ

Ｏ
Ｃ
バ
ン
テ
ン
商
館
の
報
告
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
ち
ら
の
停
泊
地
に
、広
南
か
ら
一
隻
、バ
ラ
ス
ト
の
…
［
判

読
不
能
］
…
、
金
糸
数
箱
、
鉄
製
の
調
理
用
具
、
陶
器
お
よ
び

他
の
小
物
類
を
携
え
た
ジ
ャ
ン
ク
船
が
到
着
す
る
。〔
当
船
は
〕

税
関
長
テ
ン
ツ
ェ
コ
、
別
名
キ
ア
イ
・
ン
ガ
ベ
イ
・
チ
ャ
ク
ラ

ダ
ナ
の
も
の
で
、
八
ヶ
月
前
に
こ
こ
か
ら
航
海
し
た
。
そ
こ
に

国
姓
爺
〔
＝
鄭
経
〕
の
三
隻
が
突
然
現
れ
た
。
ジ
ャ
ン
ク
船
は

日
本
か
ら
来
航
し
、
嵐
の
た
め
台
湾
を
越
え
て
行
き
つ
い
た
も

の
だ
っ
た
。
広
南
で
は
胡
椒
は
一
ピ
ク
ル
あ
た
り
四
両
で
販
売

さ
れ
、
他
の
品
物
と
一
致
す
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
取
引
に

つ
い
て
利
益
は
全
く
な
く
、
こ
の
航
海
に
つ
い
て
彼
ら
は
広
南

に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
と
話
し
て
い
る）
（1
（

。

　
こ
の
記
事
は
、
管
見
の
限
り
、
鄭
氏
の
台
湾
占
領
後
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
バ
ン
テ
ン
商
館
の
報
告
に
お
い
て
初
め
て
見
ら
れ
る
台

湾
鄭
氏
関
連
の
記
述
で
あ
る
。
当
該
の
文
書
で
重
要
な
点
は
、
バ
ン

テ
ン
王
国
の
船
舶
が
広
南
を
訪
れ
た
際
、
日
本
か
ら
の
帰
路
で
台
風

に
遭
い
当
地
に
来
航
し
た
台
湾
鄭
氏
の
船
と
接
触
し
た
こ
と
、
ま
た

バ
ン
テ
ン
側
が
広
南
で
の
胡
椒
取
引
は
利
益
が
上
が
ら
ず
不
満
を
感

じ
た
こ
と
に
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
当
時
に
お
い
て
台
湾
鄭
氏
は

胡
椒
の
中
国
へ
の
販
売
を
貿
易
の
柱
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
他
方
、

こ
の
時
期
の
バ
ン
テ
ン
王
国
は
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
カ
デ
ィ
ル[

位
：

一
六
二
五-

一
六
五
一]

と
ア
ブ
ド
ゥ
ル
フ
ァ
タ
・
ア
グ
ン
（
テ
ィ

ル
タ
ヤ
サ
）[

位
：
一
六
五
一-

一
六
八
二]

両
王
の
下
で
全
盛
期

に
あ
り
、
特
に
後
者
の
時
代
に
は
南
ス
マ
ト
ラ
や
西
ジ
ャ
ワ
内
陸
で

の
胡
椒
栽
培
を
掌
握
す
る
こ
と
で
、
胡
椒
を
中
心
と
す
る
貿
易
活
動

を
大
き
く
展
開
さ
せ
て
い
た
。
胡
椒
を
求
め
る
鄭
氏
と
そ
の
販
売
先

を
求
め
る
バ
ン
テ
ン
、
互
い
の
利
害
が
一
致
す
る
両
者
の
広
南
に
お

け
る
邂
逅
は
、
台
湾
鄭
氏
と
バ
ン
テ
ン
と
の
関
係
構
築
に
お
い
て
、

非
常
に
重
要
な
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
三
年
後
の
一
六
七
〇
年
に
バ
ン
テ
ン
王
国
の
船
舶
が
台
湾
を

訪
れ
た
記
事
で
は
、
こ
の
時
期
台
湾
鄭
氏
が
バ
ン
テ
ン
を
既
に
歓
迎

す
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
観
取
で
き
る
。

　
バ
ン
テ
ン
の
税
関
長
キ
ア
イ
・
ン
ガ
ベ
イ
・
チ
ャ
ク
ラ
ダ
ナ

に
よ
っ
て
台
湾
へ
送
ら
れ
た
数
隻
の
ジ
ャ
ン
ク
船
が
、
海
賊
に

よ
っ
て
ほ
ぼ
全
て
略
奪
さ
れ
た
。
し
か
し
、国
姓
爺
〔
＝
鄭
経
〕

の
華
人
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
、
タ
イ
オ
ワ
ン
へ
と
連
れ
て
行
か

れ
、
そ
こ
で
非
常
に
歓
待
さ
れ
商
売
も
認
め
ら
れ
た）
11
（

。
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上
述
し
た
記
事
と
こ
の
記
事
と
の
間
約
三
年
、
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
各
文
書

で
は
両
者
が
接
触
し
た
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
記
事

で
示
さ
れ
る
よ
う
に
一
六
七
〇
年
段
階
で
バ
ン
テ
ン
の
ジ
ャ
ン
ク
船

が
台
湾
鄭
氏
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
台
湾
で
歓
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
こ
の
記
事
以
降
バ
ン
テ
ン
王
国
と
台
湾
鄭
氏
の
両
者
が
関
係
を

構
築
・
強
化
す
る
旨
の
記
事
が
急
増
す
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
Ｖ
Ｏ

Ｃ
史
料
で
は
空
白
と
な
っ
て
い
る
一
六
六
八
、一
六
六
九
の
両
年
に

お
い
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
把
握
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
何
ら
か
の
形
で
バ
ン
テ
ン
王
国
と
台
湾
鄭
氏
と
の
接
触
が
行
わ

れ
、
一
六
七
〇
年
に
は
両
者
の
良
好
な
関
係
が
確
立
し
て
い
た
可
能

性
が
非
常
に
高
い
。

　
翌
一
六
七
一
年
に
は
、
バ
ン
テ
ン
王
国
と
台
湾
鄭
氏
と
の
間
で
頻

繁
に
、
非
常
に
多
く
の
人
や
も
の
が
往
来
す
る
よ
う
に
な
る
。
以
下

の
二
つ
の
記
録
で
は
、
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　〔
二
月
〕
二
六
日
、
我
々
の
バ
ン
テ
ン
商
館
長
か
ら
昨
日
付

の
書
簡
を
受
け
取
る
。〔
そ
れ
は
〕
今
月
二
一
日
に
彼
へ
送
り

然
る
べ
く
受
け
取
ら
れ
た
書
簡
に
対
す
る
返
答
で
あ
る
。即
ち
、

数
日
来
バ
ン
テ
ン
に
い
る
国
姓
爺
〔
＝
鄭
経
〕
の
ジ
ャ
ン
ク
船

に
つ
い
て
の
我
々
の
主
張
は
〔
バ
ン
テ
ン
側
に
は
〕
知
ら
れ
て

い
る
が
、
彼
に
は
何
ら
の
問
い
か
け
も
な
く
、
話
も
さ
れ
な
い
。

彼
は
、
キ
ア
イ
・
ア
リ
ア
が
バ
ル
ス
へ
の
許
可
証
を
要
求
し
た

こ
と
に
対
し
て
、
閣
下
の
命
に
従
っ
て
丁
重
に
断
っ
た
。

　
引
き
続
い
て
、
商
館
長
カ
ー
フ
は
記
す
。
今
月
二
二
日
日
曜

日
、
バ
ン
テ
ン
に
は
、
当
地
の
税
関
長
キ
ア
イ
・
ン
ガ
ベ
イ
・

チ
ャ
ク
ラ
ダ
ナ
の
ジ
ャ
ン
ク
船
が
、
一
〇
〇
名
を
超
え
る
国
姓

爺
の
華
人
と
共
に
来
航
し
、
彼
ら
の
商
品
や
手
荷
物
も
上
陸
し

た
。
さ
ら
に
も
う
一
隻
、
敵
で
あ
る
国
姓
爺
に
属
す
る
約
五
〇

ラ
ス
ト）
1（
（

級
の
ジ
ャ
ン
ク
船
が
、
上
述
の
税
関
長
と
と
も
に
台
湾

を
出
航
し
て
グ
レ
シ
ク
ま
た
は
レ
ン
バ
ン
に
向
か
い
、
そ
こ
で

よ
り
大
型
の
ジ
ャ
ン
ク
船
を
建
造
す
る
な
い
し
入
札
す
る
〔
と

言
わ
れ
て
い
る）
11
（

〕。

　
バ
ン
テ
ン
か
ら
今
日
我
々
の
元
に
ジ
ャ
ワ
人
の
船
舶
が
や
っ

て
き
て
、
商
館
長
ウ
ィ
レ
ム
・
カ
ー
フ
に
よ
る
昨
日
の
日
付
で

次
の
よ
う
な
内
容
の
書
簡
が
届
い
た
。

　
　〔
中
略
〕

　
国
姓
爺
〔
＝
鄭
経
〕
の
華
人
ジ
ャ
ン
ク
船
が
タ
イ
オ
ワ
ン
か

ら
バ
ン
テ
ン
へ
や
っ
て
き
て
、
こ
れ
以
前
、
今
月
六
日
の
条
で

述
べ
た
よ
う
に
、
次
の
こ
と
を
話
す
。

　
　〔
中
略
〕

　
同
じ
く
現
在
、
そ
れ
〔
鄭
氏
の
ジ
ャ
ン
ク
〕
は
今
現
在
バ
ン

テ
ン
に
来
て
お
り
、
二
五
〇
人
の
乗
組
員
と
、
華
人
に
よ
り

一
〇
ト
ン）
11
（

の
金
〔
に
相
当
す
る
〕
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
資
金
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を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
資
金
は
金
の
小
判
、
ス
ホ
イ
ト
銀
、
金
、

金
糸
、
絹
織
物
、
種
々
の
中
国
製
の
紙
、
そ
の
他
小
物
類
か
ら

成
っ
て
い
る
。
同
じ
船
で
、
若
き
国
姓
爺
か
ら
バ
ン
テ
ン
の
ス

ル
タ
ン
へ
宛
て
た
書
簡
も
到
着
し
、
大
き
な
場
所
を
以
て
迎
え

入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
書
簡
の
内
容
は
、
華
人
や
ジ
ャ
ワ
人
の
大

官
に
よ
っ
て
秘
密
に
さ
れ
、
商
館
長
は
何
も
聞
く
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
や
っ
て
来
た
華
人
の
う
ち
三
人
が
、
や
が
て
レ
ン

バ
ン
で
数
隻
の
船
を
造
ら
せ
る
た
め
に
十
分
な
資
金
を
持
っ
て

出
発
し
た
。
そ
の
他
に
、
日
々
、
多
く
の
国
姓
爺
の
華
人
も
バ

タ
ヴ
ィ
ア
や
上
述
し
た
ジ
ャ
ワ
東
岸
へ
と
出
航
す
る
。
シ
ャ
ー

バ
ン
ダ
ル
で
あ
る
カ
イ
ツ
ー
は
、
一
隻
の
ジ
ャ
ン
ク
船
を
台
湾

へ
送
る
意
図
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
前
も
っ
て
バ
タ
ヴ
ィ
ア

か
ら
の
許
可
証
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る）
11
（

。

　
こ
の
う
ち
特
に
後
者
に
は
、
鄭
経
か
ら
ア
ブ
ド
ゥ
ル
フ
ァ
タ
・
ア

グ
ン
へ
宛
て
ら
れ
た
書
簡
が
大
き
な
敬
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
述
の
鄭
氏
側
だ
け
で
な
く
バ
ン
テ
ン
側
も

彼
ら
を
歓
迎
し
て
お
り
、
当
時
の
バ
ン
テ
ン
王
国
と
台
湾
鄭
氏
が
極

め
て
良
好
な
関
係
を
構
築
し
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

こ
の
記
録
か
ら
は
、
金
、
銀
、
絹
織
物
、
紙
な
ど
と
い
っ
た
品
物
が

台
湾
鄭
氏
側
の
貿
易
品
だ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
他
方
、
こ
こ

で
は
坂
井
が
鄭
氏
の
貿
易
品
と
す
る
肥
前
陶
磁
は
見
ら
れ
な
い
。
Ｖ

Ｏ
Ｃ
文
書
で
は
、
鄭
氏
が
肥
前
陶
磁
を
直
接
台
湾
か
ら
バ
ン
テ
ン
に

運
ぶ
記
録
は
少
な
い）
11
（

。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
マ
カ
オ
を
経
由
し
た

取
引
が
現
れ
る）
11
（

。
ま
た
坂
井
は
、
厦
門
を
通
じ
た
取
引
記
録
の
存
在

や
ベ
ト
ナ
ム
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
肥
前
陶
磁
出
土
を
指
摘
す
る）
11
（

。
こ

れ
ら
か
ら
肥
前
陶
磁
は
、
台
湾
―
バ
ン
テ
ン
の
直
接
取
引
と
別
地
域

を
経
由
し
た
貿
易
が
並
行
し
て
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
対
価
と

な
る
バ
ン
テ
ン
王
国
の
主
要
貿
易
品
は
、
上
述
し
た
胡
椒
だ
っ
た
。

例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
一
六
七
一
年
の
記
事
に
は
会

社
が
バ
ン
テ
ン
王
や
同
地
の
華
人
ジ
ャ
ン
ク
船
の
内
通
に
よ
り
胡
椒

を
高
く
販
売
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
一
六
七
五
年
の
記
事

で
は
バ
ン
テ
ン
か
ら
の
華
人
船
が
大
量
に
胡
椒
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と

で
会
社
は
全
く
胡
椒
を
販
売
で
き
な
か
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

ま
た
Ｖ
Ｏ
Ｃ
文
書
に
は
、
一
六
七
七
年
に
厦
門
へ
向
か
う
ジ
ャ
ン
ク

船
が
胡
椒
を
運
ん
だ
と
の
記
録
が
存
在
す
る）
11
（

。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
バ
ン
テ
ン
王
国
―
台
湾
鄭
氏

関
係
の
記
事
の
ほ
と
ん
ど
に
は
、
カ
イ
ツ
ー
や
キ
ア
イ
・
ン
ガ
ベ

イ
・
チ
ャ
ク
ラ
ダ
ナ
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
後
述

す
る
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
に
関
す
る
記
事
に
も
、
カ
イ
ツ
ー
の
名
が
現

れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
各
史
料
で
一
六
五
六
年
か
ら
亡
く
な
る

一
六
七
四
年
ま
で
シ
ャ
ー
バ
ン
ダ
ル）
11
（

と
し
て
名
前
が
現
れ
る
カ
イ

ツ
ー
は
、
当
時
の
ス
ル
タ
ン
で
あ
る
ア
ブ
ド
ゥ
ル
フ
ァ
タ
・
ア
グ
ン

か
ら
高
い
信
頼
を
得
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
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二
つ
あ
り
、
一
つ
に
は
彼
が
ス
ペ
イ
ン
領
マ
ニ
ラ
と
の
貿
易
を
通
じ

て
ス
ペ
イ
ン
レ
ア
ル
を
入
手
し
て
、
バ
ン
テ
ン
王
国
の
財
政
を
安
定

さ
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
二
つ
目
と
し
て
、
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
東

イ
ン
ド
会
社
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貿
易
会
社
の
よ
う
な
形
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
貿
易
艦
隊
の
編
成
を
行
お
う
と
し
、
レ
ン
バ
ン
で

何
隻
か
の
船
を
イ
ギ
リ
ス
式
の
外
見
と
な
る
よ
う
に
造
り
替
え
て
い

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る）
1（
（

。
実
際
一
六
六
九
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が

当
地
で
造
り
替
え
た
記
録
も
存
在
す
る）
11
（

。
こ
れ
ら
か
ら
彼
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
式
の
貿
易
会
社
や
艦
隊
を
作
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
元
々
は
テ
ン
ツ
ェ
コ
〔
も
し
く
は
タ
ン
ツ
ェ
コ
〕
と
い
う

名
の
鍛
冶
で
あ
っ
た
キ
ア
イ
・
ン
ガ
ベ
イ
・
チ
ャ
ク
ラ
ダ
ナ
は
、
そ

の
能
力
を
カ
イ
ツ
ー
や
バ
ン
テ
ン
王
国
に
認
め
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム

へ
改
宗
し
た
う
え
で
ジ
ャ
ワ
名
を
与
え
ら
れ
て
税
関
長
と
な
り
、
カ

イ
ツ
ー
の
下
で
彼
と
と
も
に
王
国
の
貿
易
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
、
カ
イ
ツ
ー
の
死
後
に
は
シ
ャ
ー
バ
ン
ダ
ル
と
な
っ

た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
が
行
っ
た
こ
と
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
本

稿
が
扱
う
台
湾
鄭
氏
と
の
関
係
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
バ
ン

テ
ン
王
国
と
台
湾
鄭
氏
と
の
邂
逅
は
、
彼
の
船
が
広
南
に
到
着
し
た

時
に
起
こ
っ
た
。
ま
た
ギ
オ
ー
に
よ
れ
ば
、
チ
ャ
ク
ラ
ダ
ナ
が
主
導

し
て
行
っ
た
貿
易
は
、
台
湾
鄭
氏
が
活
動
し
た
マ
カ
オ
や
ト
ン
キ
ン

な
ど
の
地
域
や
鄭
氏
と
友
好
関
係
を
結
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
や
デ
ン
マ
ー

ク
の
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
貿
易
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
チ
ャ

ク
ラ
ダ
ナ
は
明
朝
を
支
持
す
る
華
人
を
バ
ン
テ
ン
に
集
め
る
た
め
、

一
六
七
一
年
当
地
の
パ
チ
ナ
ン
に
華
人
居
住
区
を
建
設
し
た
。
こ
こ

で
言
及
さ
れ
る
華
人
の
明
朝
支
持
者
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
台
湾

鄭
氏
を
指
す
。
現
在
も
一
部
が
残
る
華
人
居
住
区
は
、
一
二
〇
軒
の

煉
瓦
造
り
の
家
屋
に
商
店
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
大
規
模
な
も
の

で
、
そ
の
建
設
は
資
金
調
達
を
含
め
チ
ャ
ク
ラ
ダ
ナ
が
行
っ
た
と
い

う）
11
（

。
ス
ル
タ
ン
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
フ
ァ
タ
・
ア
グ
ン
や
シ
ャ
ー
バ
ン
ダ

ル
の
カ
イ
ツ
ー
の
完
全
な
後
援
の
下
で
、
彼
は
台
湾
鄭
氏
と
バ
ン
テ

ン
王
国
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
台
湾
鄭
氏
が
ジ
ャ
ワ
島
で
活
動
を
行
っ
た
の
は
、
バ
ン
テ
ン
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
上
記
の
両
文
書
で
は
、
共
に
バ
ン
テ
ン
に
加
え
て

レ
ン
バ
ン
や
グ
レ
シ
ク
と
い
っ
た
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
へ
の
航
海
も
企

図
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
鄭
氏
は
、
バ
ン
テ

ン
と
連
携
す
る
形
で
北
岸
地
域
に
て
活
発
に
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

中
部
ジ
ャ
ワ
北
岸
の
ジ
ュ
パ
ラ
に
あ
る
Ｖ
Ｏ
Ｃ
商
館
か
ら
の
諸
報
告

に
は
、
特
に
一
六
七
一
年
以
降
、
ジ
ャ
ワ
北
岸
各
地
に
お
い
て
鄭
氏

自
身
や
彼
ら
と
関
係
を
持
つ
勢
力
や
華
人
の
活
動
に
か
ん
す
る
記
録

が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
レ
ン
バ
ン
湾
の
パ
ジ
ャ
ン
ク
ン
ガ
ン
で
は
、
バ
ン
テ
ン
の

シ
ャ
ー
バ
ン
ダ
ル
で
あ
る
カ
イ
ツ
ー
が
持
つ
大
き
さ
約
七
〇
コ
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ヤ
ン）
11
（

の
ジ
ャ
ン
ク
が
建
造
さ
れ
、
そ
れ
を
彼
は
国
姓
爺
〔
＝
鄭

経
〕
の
華
人
に
売
る
。
今
月
〔
＝
三
月
〕
一
〇
日
か
ら
パ
ジ
ャ

ン
ク
ン
ガ
ン
に
あ
る
上
述
の
人
物
が
所
有
す
る
ジ
ャ
ン
ク
は
、

カ
イ
ツ
ー
が
よ
り
確
実
に
航
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
貴
殿

の
許
可
証
を
得
る
意
向
を
持
っ
て
所
有
し
て
い
る）
11
（

。

　
一
六
七
一
年
の
こ
の
記
事
で
は
、
上
述
し
た
バ
ン
テ
ン
王
国
と
の

関
係
を
使
っ
て
、鄭
氏
が
船
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

翌
一
六
七
二
年
に
は
実
際
に
彼
ら
が
船
舶
を
入
手
し
て
い
る
記
録
も

み
ら
れ
る
。

　
レ
ン
バ
ン
湾
に
は
七
隻
の
ワ
ン
カ
ン
船
が
あ
る
。

〔
中
略
〕

　
カ
リ
ガ
ナ
ン
に
は
二
隻
の
同
型
船
が
あ
り
、
長
さ
は
一
七
尋

で
日
本
人
が
所
有
す
る
。
さ
ら
に
〔
長
さ
〕
一
一
尋
と
一
四
尋

の
同
型
船
が
あ
っ
て
、
国
姓
爺
〔
＝
鄭
経
〕
の
華
人
が
所
有
す

る
と
言
わ
れ
て
い
る）
11
（

。

　
グ
レ
シ
ク
の
ア
イ
シ
ャ
が
所
有
す
る
ジ
ャ
ン
ク
が
、
ジ
ュ
ワ

ナ
の
川
に
あ
る
。
彼
は
、そ
れ
か
ら
様
々
な
華
人
に
販
売
す
る
。

し
か
し
買
い
手
は
、
そ
れ
が
国
姓
爺
〔
＝
鄭
経
〕
に
よ
っ
て
建

造
さ
れ
、
我
々
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
購

入
す
る
こ
と
は
し
な
い）
11
（

。

　
こ
れ
ら
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
に
か
ん
す
る
活
動

の
記
録
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
が
北
岸
地
域
に
お
け
る
船
舶
の
建
造

も
し
く
は
購
入
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に

は
次
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鄭
成
功
は
、
当
時
の
シ
ナ
海

域
に
お
い
て
最
も
有
力
な
海
上
勢
力
で
あ
っ
た
一
方
、
彼
が
生
涯
明

朝
へ
の
忠
誠
を
捨
て
ず
そ
の
復
興
を
目
指
し
て
清
朝
と
敵
対
し
続
け

た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
存
在
を
大
い
に
警
戒
し
た
清
朝
は
、
鄭
氏
や

彼
ら
と
結
び
つ
い
た
海
上
の
諸
勢
力
の
活
動
を
制
限
す
る
た
め
に

一
六
五
六
年
に
海
禁
令
、
そ
の
五
年
後
の
一
六
六
一
年
に
は
遷
界
令

を
そ
れ
ぞ
れ
発
令
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
鄭
氏
が
中
国

沿
岸
に
お
い
て
船
舶
の
建
造
や
そ
の
入
手
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
鄭
成
功
の
後
を
継
い
だ
鄭
経
も
、
父
と
同
じ
立
場
を

と
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
清
朝
と
の
敵
対
関
係
は
改
善
さ
れ
ず
、
同

王
朝
に
よ
る
台
湾
鄭
氏
に
対
す
る
政
策
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
前
者
か
ら
お
よ
そ
一
五
年
、
ま
た
後
者

か
ら
約
一
〇
年
が
経
過
し
た
一
六
七
〇
年
代
前
半
の
時
期
に
は
、
台

湾
鄭
氏
や
そ
の
配
下
が
所
有
す
る
船
舶
の
多
く
は
、
耐
用
年
数
を
迎

え
る
か
そ
れ
を
超
え
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

。
だ
が
上
記
の
事

情
か
ら
、
鄭
氏
の
中
国
沿
岸
で
の
船
舶
建
造
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
鄭
氏
の
本
拠
地
台
湾
に
比
較
的
近
く
当
時
木
材
や
造
船
で
良
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く
知
ら
れ
て
い
た
シ
ャ
ム
も
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
友
好
条

約
を
締
結
し
た
た
め
に
、
彼
ら
は
こ
こ
で
も
船
を
建
造
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
レ
ン
バ
ン
を
は
じ
め
中
部
ジ
ャ
ワ

を
中
心
に
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
は
、
良
質
な
チ
ー
ク
材
を
産
出
す
る
こ

と
か
ら
、
木
材
や
造
船
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
こ
の

時
期
の
北
岸
地
域
は
、
こ
の
地
域
を
支
配
し
た
マ
タ
ラ
ム
王
国
が
ア

マ
ン
ク
ラ
ッ
ト
一
世
［
位
：
一
六
四
六-

一
六
七
七
］
の
下
で
オ

ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
対
す
る
貿
易
を
活
発
に
さ
せ
た
こ
と
で
船

舶
・
木
材
、
米
、
砂
糖
の
輸
出
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ

れ
ら
の
貿
易
で
は
、
当
時
こ
の
地
域
に
多
数
流
入
・
定
着
し
、
バ
ン

テ
ン
や
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
血
縁
者
を
持
つ
者
や
、
そ
の
商
業
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
お
い
て
両
地
と
の
関
係
を
持
つ
者
が
存
在
し
た
華
人
が
、

非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
当
時
の
ジ
ャ
ワ
島
で
は
、

鄭
氏
や
そ
の
配
下
の
華
人
が
活
発
に
商
業
活
動
を
行
え
る
基
盤
が
形

成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
、
一
六
六
〇

年
代
後
半
に
バ
ン
テ
ン
王
国
と
関
係
を
構
築
し
た
台
湾
鄭
氏
は
、
同

王
国
の
華
人
有
力
者
や
そ
の
配
下
の
華
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
ジ
ャ

ワ
北
岸
地
域
に
お
け
る
造
船
の
情
報
を
入
手
し
た
こ
と
で
、
同
地
域

で
の
船
舶
入
手
や
建
造
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
上
記
か
ら
、
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
の
活
動
は
、
ま
ず

一
六
六
〇
年
代
後
半
に
胡
椒
の
取
引
を
通
じ
て
バ
ン
テ
ン
王
国
と
関

係
を
構
築
す
る
こ
と
で
始
ま
り
、
そ
の
後
一
六
七
〇
年
代
前
半
に
は

船
舶
の
建
造
や
取
引
を
通
し
て
彼
ら
の
活
動
は
マ
タ
ラ
ム
王
国
の
支

配
下
に
あ
っ
た
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
台
湾
鄭
氏
が
ジ
ャ
ワ
島
で
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
背
景
に

は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
拠
点
を
置
く
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
い
わ
ば
自
ら
の
足
下
で
活
動
を
行
う
台
湾
鄭

氏
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
た
の
か
。
次
節
で
は
こ
れ
ら

に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

三
　
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
の
活
動
の
背
景
と

　
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

　
前
節
で
述
べ
て
き
た
バ
ン
テ
ン
や
北
岸
地
域
を
中
心
と
し
た
ジ
ャ

ワ
島
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
の
活
動
に
つ
い
て
、
上
述
し
た
ジ
ャ
ワ
の

事
情
に
加
え
て
、
鄭
氏
が
主
に
活
動
を
行
っ
た
シ
ナ
海
域
に
お
け
る

状
況
も
こ
れ
を
後
押
し
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
シ
ナ
海
の

状
況
は
、
一
方
で
は
台
湾
鄭
氏
の
海
上
活
動
を
後
押
し
す
る
も
の
が

あ
り
、
他
方
で
は
そ
れ
を
制
限
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う

に
、
台
湾
鄭
氏
の
活
動
に
対
し
て
彼
ら
と
敵
対
す
る
清
朝
は
海
禁
令

と
遷
界
令
を
発
令
し
て
い
た
が
、
こ
の
両
者
は
と
も
に
、
当
時
ポ
ル

ト
ガ
ル
領
と
な
っ
て
い
た
マ
カ
オ
に
つ
い
て
は
そ
の
対
象
と
し
て
い

な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、台
湾
鄭
氏
を
は
じ
め
と
す
る
海
上
勢
力
は
、

清
朝
が
禁
令
を
敷
く
状
況
下
で
も
、
当
地
を
拠
点
な
い
し
中
継
地
と
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す
る
こ
と
で
シ
ナ
海
域
で
の
商
業
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。
事
実
、
当
該
時
期
に
お
け
る
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

領
マ
カ
オ
か
ら
多
く
の
華
人
が
来
航
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
華
人
の

な
か
に
鄭
氏
の
配
下
と
な
っ
て
い
た
者
が
多
数
存
在
し
て
い
た
可
能

性
は
、
非
常
に
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
当
該
時
期
の
東

南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
お
い
て
は
、
台
湾
鄭
氏
の
活
動
が
非
常
に
活
発

で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
一
六
七
〇
年
頃
以
降
の
中
国
沿
岸
で
は
、
地

元
を
中
心
に
当
局
が
黙
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遷
海
令
が
実
質
的
に

解
除
さ
れ
、
マ
カ
オ
を
中
心
と
し
た
海
上
で
の
「
密
貿
易
」
が
常
態

化
し
て
い
た
と
鄭
維
中
が
指
摘
し
て
い
る）
11
（

。

　
だ
が
そ
の
一
方
で
、
後
者
の
状
況
も
同
時
に
展
開
す
る
。
そ
の
最

も
顕
著
な
も
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
良
好
な
関
係
に
あ

り
会
社
と
友
好
条
約
を
も
締
結
し
た
シ
ャ
ム
が
、
一
時
中
断
し
て
い

た
日
本
と
の
貿
易
を
一
六
六
五
年
以
降
再
開
し
た
こ
と
。
ま
た
当
時

薩
摩
藩
の
属
国
と
な
っ
て
い
た
琉
球
王
国
が
、
一
六
六
三
年
以
後
日

本
―
中
国
貿
易
の
仲
介
を
再
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
ま
で
両
地
域
の
貿
易
を
通
じ
て
大
き
な
利
益
を
得
て
い
た
台
湾

鄭
氏
の
強
力
な
競
争
相
手
が
現
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
鄭
氏
に
と
っ

て
は
大
き
な
脅
威
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
台
湾
鄭

氏
の
危
機
感
は
、
同
じ
時
期
に
台
湾
鄭
氏
が
こ
の
貿
易
に
従
事
す
る

琉
球
王
国
の
船
舶
を
し
ば
し
ば
拿
捕
し
て
い
た
こ
と
に
も
、
顕
著
に

表
れ
て
い
る）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
マ
カ
オ
の
存
在
や
中
国
各
地
の
当

局
に
よ
る
黙
認
を
背
景
と
し
て
シ
ナ
海
域
に
お
い
て
活
発
に
商
業
活

動
を
行
え
る
状
況
が
展
開
し
た
一
方
、
シ
ャ
ム
の
対
日
貿
易
と
琉
球

の
中
日
間
中
継
貿
易
の
再
開
に
よ
り
競
争
が
激
化
し
た
こ
と
で
、
台

湾
鄭
氏
は
そ
れ
ま
で
貿
易
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
加
え
て
新
た
な
貿

易
相
手
を
開
拓
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
一
六
六
〇
年
代
後
半
に
偶
然
と
い
う
形
で
邂
逅
し
た
の

が
、
バ
ン
テ
ン
王
国
で
あ
っ
た
。
胡
椒
の
取
引
で
利
害
が
一
致
し
た

両
者
は
、
一
六
七
〇
年
代
に
か
け
て
急
激
に
関
係
を
構
築
・
深
化
し
、

連
携
し
て
ジ
ャ
ワ
島
各
地
で
活
発
に
活
動
を
展
開
す
る
。

　
ジ
ャ
ワ
島
で
積
極
的
に
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
台
湾
鄭

氏
は
、
さ
ら
に
そ
の
範
囲
や
対
象
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
鄭
氏

は
台
湾
占
領
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
敵
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

と
の
直
接
の
貿
易
も
意
図
し
た
交
渉
を
会
社
に
持
ち
か
け
る
。
次
の

Ｖ
Ｏ
Ｃ
に
よ
る
一
六
七
一
年
の
記
録
が
、こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
夕
刻
、
我
々
の
元
に
ジ
ャ
ワ
人
の
船
舶
に
よ
っ
て
、
バ
ン
テ

ン
に
お
け
る
我
々
の
商
館
長
で
あ
る
ウ
ィ
レ
ム
・
カ
ー
フ
の
四

月
一
七
日
付
の
書
簡
が
届
き
、〔
以
下
の
〕
通
知
が
含
ま
れ
た
。

　〔
中
略
〕

　
許
可
証
担
当
の
長
で
あ
る
オ
ッ
ケ
ル
ス
に
よ
れ
ば
、
商
館
長

は
、
も
し
国
姓
爺
〔
＝
鄭
経
〕
が
Ｖ
Ｏ
Ｃ
と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
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を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
〔
使
者
を
〕
派
遣
し
て
先
の
不

当
な
戦
争
で
彼
の
元
へ
と
行
っ
た
全
て
の
捕
虜
と
物
を
返
さ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
は
、
合
意
を
行
う
た
め
に
大
使
と

完
全
な
る
委
員
団
を
派
遣
す
る
と
告
げ
た）
1（
（

。

　
こ
の
文
章
で
は
、
対
象
と
な
る
貿
易
品
や
捕
虜
な
ど
に
つ
い
て
は

明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
契
約
締
結
と
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
鄭
氏
側
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
何
ら
か
の
貿
易
を
求
め

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
同
年
九
月
に
会
社

と
の
和
睦
を
求
め
て
、
バ
ン
テ
ン
を
通
じ
て
交
渉
を
行
う
。

　
カ
イ
ツ
ー
と
い
う
名
の
華
人
で
あ
る
バ
ン
テ
ン
の
シ
ャ
ー
バ

ン
ダ
ル
が
、
我
々
に
、
国
姓
爺
〔
＝
鄭
経
〕
達
が
我
々
と
の
和

睦
を
望
ん
で
い
る
と
知
ら
せ
た
。
し
か
し
我
々
そ
れ
に
は
全
く

応
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
彼
ら
が
恭
順
を
示
し
残
り
の

オ
ラ
ン
ダ
人
を
送
っ
て
赦
免
を
願
う
よ
う
に
彼
ら
に
伝
え
る
よ

う
、
口
頭
で
返
答
し
た
だ
け
で
あ
っ
た）
11
（

。

　
だ
が
両
者
の
記
録
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
台
湾
鄭
氏
に
つ
い
て
以
前
の
戦
争
に

お
け
る
補
償
を
求
め
た
こ
と）
11
（

な
ど
か
ら
、
両
者
の
交
渉
が
行
わ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
鄭
氏
と
は
、
後
者

に
よ
る
台
湾
占
領
以
前
か
ら
台
湾
周
辺
や
中
国
沿
岸
に
お
け
る
制
海

権
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
お
り
、
会
社
は
一
六
五
七
年
に
鄭
氏
の
船

舶
の
活
動
を
妨
害
し
な
い
と
い
う
鄭
成
功
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
台
湾
を
追
わ
れ
た
後
も
、
会

社
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
も
彼
ら
に
商
館
を
閉
鎖
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
た

め
Ｖ
Ｏ
Ｃ
は
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
お
い
て
彼
ら
に
対
し
終
始
一
貫
し

て
敵
対
し
続
け
た
。
例
え
ば
中
国
沿
岸
で
は
、
会
社
は
一
六
六
三
年

に
清
朝
と
結
ん
で
厦
門
と
金
門
島
を
攻
撃
す
る
な
ど
の
軍
事
的
行

動
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
態
度

は
、
ジ
ャ
ワ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た

よ
う
に
当
該
地
域
に
お
い
て
鄭
氏
に
関
す
る
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る

こ
と
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
ジ
ャ
ワ
島
各
地
に
お
け
る
彼

ら
の
活
動
を
非
常
に
警
戒
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に

一
六
七
二
年
に
は
、
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
を
航
行
し
て
い
た
台
湾
鄭
氏

の
船
舶
を
、
会
社
の
船
が
攻
撃
し
て
い
る
。

　
今
月
〔
＝
六
月
〕
七
日
、レ
ン
バ
ン
か
ら
数
人
の
華
人
が
や
っ

て
来
た
。
彼
ら
が
言
う
に
は
、
ヤ
ハ
ト
船
ホ
ー
ヘ
ラ
ン
ド
号
が

台
湾
の
華
人
が
所
有
す
る
ジ
ャ
ン
ク
を
傷
つ
け
、
三
な
い
し
四

人
の
華
人
と
ジ
ャ
ワ
人
一
人
が
我
々
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。
そ

れ
が
実
際
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
閣
下
〔
の
者
〕
は
機
会
が
あ
れ

ば
進
ん
で
聞
く
こ
と
を
願
っ
て
出
発
す
る）
11
（

。
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し
か
し
な
が
ら
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
文
書
で
、
ジ
ャ
ワ
島
に
お
い
て
会
社
が

台
湾
鄭
氏
の
勢
力
を
攻
撃
す
る
記
録
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
鄭
氏
の
活
動
を
非
常
に

警
戒
し
な
が
ら
も
、
実
力
行
使
は
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
。
こ
れ

に
は
以
下
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
に
は
、
ジ
ャ
ワ

島
の
周
辺
で
は
会
社
が
制
海
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、Ｖ
Ｏ
Ｃ
以
外
の
勢
力
に
つ
い
て
、バ
タ
ヴ
ィ

ア
政
庁
や
各
地
の
商
館
が
航
行
許
可
証
を
発
行
し
て
航
行
さ
せ
る
状

況
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
鄭
氏
も
、
原
則
会
社
の
方
針
に
従
い
バ

ン
テ
ン
を
通
じ
て
航
行
許
可
証
を
得
て
い
た
た
め
、
あ
か
ら
さ
ま
な

対
立
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
二
つ
目
に
は
、
台
湾
鄭

氏
が
バ
ン
テ
ン
王
国
や
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
を
後
ろ
盾
に
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
バ
ン
テ
ン
王
国
ス
ル
タ
ン
の
ア

ブ
ド
ゥ
ル
フ
ァ
タ
・
ア
グ
ン
は
、
一
六
五
五
年
に
ア
チ
ェ
、
ジ
ョ
ホ
ー

ル
、
マ
タ
ラ
ム
、
マ
カ
ッ
サ
ル
に
よ
る
反
オ
ラ
ン
ダ
の
イ
ス
ラ
ー
ム

王
国
の
同
盟
を
企
図
す
る
ほ
ど
、
即
位
当
初
か
ら
失
脚
す
る
ま
で
反

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
意
図
を
強
く
持
ち
、
そ
れ
を
考
え
出
し

得
る
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
。
一
方
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
バ

ン
テ
ン
で
の
活
動
を
通
じ
て
同
王
国
や
台
湾
鄭
氏
と
友
好
的
な
関
係

を
構
築
し
、一
六
七
〇
年
に
鄭
氏
と
の
間
で
通
商
協
定
を
締
結
す
る
。

そ
の
内
容
に
は
、
軍
事
的
な
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た）
1（
（

。
一
方
の
オ
ラ

ン
ダ
は
、
一
六
六
九
年
ま
で
マ
カ
ッ
サ
ル
戦
争
を
行
っ
て
お
り
必
ず

し
も
軍
事
的
に
余
裕
が
あ
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
い
わ
ば
台
湾
鄭
氏
・
バ
ン
テ
ン
王
国
・
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会

社
が
連
合
す
る
軍
事
力
を
考
慮
し
た
場
合
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
は
ジ
ャ
ワ
で
の
鄭
氏
の
活
動
に
つ
い
て
、
非
常
に
警
戒
し
な
が
ら

も
軍
事
的
行
動
に
は
自
重
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
て
、
一
方
で
は
バ
ン
テ
ン
王
国
と
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会

社
と
い
う
強
力
な
後
援
を
得
つ
つ
、
他
方
で
は
そ
の
関
係
を
利
用
し

て
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
制
海
権
に
対
応
し
た
台
湾
鄭
氏
は
、

北
岸
地
域
で
は
早
く
と
も
一
六
七
二
年
ま
で
、
バ
ン
テ
ン
王
国
で
は

そ
れ
以
後
も
活
動
を
続
け
、
鄭
氏
配
下
の
華
人
は
ジ
ャ
ワ
全
域
に
流

入
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
の
活
動
を

ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
と
な
る
。

　
中
国
・
台
湾
と
日
本
と
の
貿
易
を
柱
と
し
て
活
動
し
、
一
六
六
二

年
の
台
湾
占
領
以
降
は
そ
の
活
動
範
囲
を
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
お
よ

び
島
嶼
部
の
一
部
ま
で
拡
大
し
た
台
湾
鄭
氏
は
、
一
六
六
六
年
～

一
六
六
七
年
の
広
南
に
お
け
る
バ
ン
テ
ン
王
国
か
ら
の
使
者
と
偶
然

邂
逅
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
一
六
六
九
年
以
降
は
バ
ン
テ
ン
、
ま
た
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台
湾
鄭
氏
と
ジ
ャ
ワ
（
久
礼
）

一
六
七
〇
年
以
降
に
は
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
に
お
い
て
と
も
に
非
常
に

活
発
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
鄭
氏
の
活
動
は
、
前
者
に
つ
い

て
は
中
国
市
場
向
け
胡
椒
の
入
手
、
後
者
に
か
ん
し
て
は
多
く
が
耐

用
年
数
を
迎
え
た
船
舶
の
建
造
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
バ
ン
テ
ン
の
シ
ャ
ー
バ
ン
ダ
ル
で
あ
る
カ
イ
ツ
ー
や
税
関
長
キ
ア

イ
・
ン
ガ
ベ
イ
・
チ
ャ
ク
ラ
ダ
ナ
、
北
岸
地
域
の
華
人
を
介
し
て
行

わ
れ
た
。
ジ
ャ
ワ
各
地
で
積
極
的
に
活
動
し
た
台
湾
鄭
氏
は
、
さ
ら

に
、
成
功
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
和

平
も
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
当
該
時
期
に
ジ
ャ
ワ
島
で
台
湾
鄭
氏

の
活
動
が
活
発
化
し
た
背
景
に
は
、
清
朝
に
よ
る
海
禁
令
や
遷
海
令

の
対
象
外
で
あ
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
マ
カ
オ
の
存
在
や
中
国
当
局
に

よ
る
黙
認
を
背
景
と
し
て
鄭
氏
が
シ
ナ
海
域
に
お
い
て
活
発
に
商
業

活
動
を
行
え
た
一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
友
好
条
約
を
締

結
し
た
シ
ャ
ム
の
対
日
貿
易
や
琉
球
王
国
の
中
日
間
中
継
貿
易
の
再

開
に
よ
り
貿
易
競
争
が
激
化
す
る
状
況
で
、
台
湾
鄭
氏
が
新
た
な
貿

易
相
手
を
開
拓
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た

ジ
ャ
ワ
島
に
お
け
る
台
湾
鄭
氏
の
活
動
に
対
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
は
、
自
ら
と
敵
対
す
る
彼
ら
の
活
動
を
非
常
に
警
戒
す
る

も
の
の
、
鄭
氏
が
ジ
ャ
ワ
島
周
辺
に
お
け
る
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
制
海
権
を
認

め
バ
ン
テ
ン
王
国
を
通
じ
て
発
行
さ
れ
た
航
行
許
可
証
を
持
っ
て
航

海
を
行
っ
た
こ
と
や
、
台
湾
鄭
氏
が
当
時
強
力
な
軍
事
的
を
保
持
し

て
い
た
同
王
国
や
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
極
め
て
友
好
な
関
係

を
構
築
し
両
者
を
後
ろ
盾
に
し
て
い
た
た
め
、
軍
事
的
行
動
に
つ
い

て
は
自
重
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
ジ
ャ
ワ
島
に
お
い
て
台
湾
鄭
氏
の
活
動
が
展
開
し
た
後
、
奇
し
く

も
こ
れ
に
関
与
す
る
三
勢
力
は
、
一
気
に
衰
退
へ
と
向
か
っ
て
い

く
。
鄭
氏
は
、
一
六
七
三
年
の
三
藩
の
乱
へ
の
介
入
を
契
機
に
清
朝

の
反
撃
を
受
け
、
一
六
八
三
年
に
同
王
朝
に
征
服
さ
れ
る
。
一
方
バ

ン
テ
ン
王
国
は
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
フ
ァ
タ
ア
グ
ン
と
後
の
王
と
な
る
ス

ル
タ
ン
・
ハ
ジ
と
の
間
で
内
紛
が
発
生
し
一
六
八
〇
年
の
宮
廷
ク
ー

デ
タ
ー
、
一
六
八
二
年
の
オ
ラ
ン
ダ
軍
介
入
や
以
後
の
王
国
へ
の
干

渉
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
を
支
配
し
た

マ
タ
ラ
ム
王
国
で
は
ア
マ
ン
ク
ラ
ッ
ト
一
世
の
政
策
に
反
抗
す
る

マ
ド
ゥ
ラ
島
の
王
子
ト
ル
ノ
ジ
ョ
ヨ
が
一
六
七
五
年
に
起
こ
し
た

ト
ル
ノ
ジ
ョ
ヨ
反
乱
が
中
部
ジ
ャ
ワ
か
ら
東
部
ジ
ャ
ワ
に
お
い
て

一
六
八
〇
年
ま
で
大
き
く
展
開
し
、
こ
れ
に
介
入
し
マ
タ
ラ
ム
王
国

と
と
も
に
鎮
圧
し
た
Ｖ
Ｏ
Ｃ
が
そ
の
後
同
王
国
に
強
く
干
渉
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
著
者
は
、
胡
椒
や
造
船
の
貿
易
を

通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
が
得
た
利
益
や
、
こ
れ
に
伴
っ
て
行
わ
れ

た
ジ
ャ
ワ
島
各
地
へ
の
台
湾
鄭
氏
配
下
華
人
の
流
入
が
影
響
を
与
え

た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
る
が）
11
（

、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
改

め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
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註（１
）
本  

こ
こ
で
は
ジ
ャ
ワ
北
岸
地
域
を
バ
タ
ヴ
ィ
ア
、バ
ン
テ
ン
、ジ
ャ

ワ
中
部
の
チ
ル
ボ
ン
を
除
い
た
マ
タ
ラ
ム
王
国
の
支
配
下
に
入
っ
た

北
部
沿
岸
地
域
を
指
す
。

（
２
）C

heng W
ei-chung, W

ar, Trade and Piracy in the C
hina 

Seas 1622-1683. ( TAN
AP M

onographs on the H
istory of 

Asian-E
uropian Interaction.  vol. 16.) Leiden: Brill, 2013, 

鄭
維
中〔
郭
陽
訳
〕「
清
朝
の
台
湾
征
服
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

―
施
琅
の「
台
湾
返
還
」
密
議
を
め
ぐ
っ
て
―
」
中
島
楽
章
編『
南
蛮
・

紅
毛
・
唐
人
』（
二
〇
一
三
年
、
思
文
閣
出
版
）
所
収
、
三
一
九
―

三
六
五
頁

（
３
）
上
田
信『
海
と
帝
国
―
明
清
時
代
―
』（
中
国
の
歴
史
九
）（
二
〇
〇
五

年
、
講
談
社)

、
同『
シ
ナ
海
域
蜃
気
楼
王
国
の
興
亡
』（
二
〇
一
三
年
、

講
談
社
）

（
４
）
坂
井
隆（
一
九
九
三
）「
肥
前
陶
磁
の
輸
出
と
鄭
氏
・
バ
ン
テ
ン
王
国
」

『
東
南
ア
ジ
ア
―
歴
史
と
文
化
―
』
二
二 

号
、
二
〇
〇
二
年
、
六
七

―
九
四
頁
、
同『
港
市
国
家
バ
ン
テ
ン
と
陶
磁
貿
易
』（
二
〇
〇
二
年
、

同
成
社
）

（
５
）
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
の
名
は
朱
成
功
と
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
他
方
で
、
明
朝
皇
帝
と
同
じ
姓
を
対
外
的
に
用
い
る
こ
と
は
は
ば

か
ら
れ
た
た
め
、
自
ら
は
王
朝
の
姓
で
あ
る「
国
姓
」
を
持
っ
た「
爺
」

〔
年
長
の
男
性
に
対
す
る
尊
称
〕
と
い
う
意
味
の「
国
姓
爺
」
を
名
乗
っ

た
。
Ｖ
Ｏ
Ｃ
文
書
で
は
、
鄭
成
功
を
は
じ
め
台
湾
鄭
氏
勢
力
の
こ
と

を「
国
姓
爺
」「
国
姓
」
に
由
来
す
る“Coxin”

や“Coxinha”

な
ど
と

表
記
す
る
。
な
お
、「
鄭
成
功
」
の
呼
称
は
、
台
湾
鄭
氏
や
明
朝
と
激

し
く
対
立
し
た
清
朝
側
の
文
献
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。

（
６
）
上
田『
シ
ナ
海
域
蜃
気
楼
王
国
の
興
亡
』、
二
八
五
―
二
九
五
頁
。

（
７
）
但
し
他
方
で
Ｖ
Ｏ
Ｃ
も
、
ジ
ャ
ワ
島
沿
岸
に
お
い
て
は
航
行
許
可

証
を
発
行
し
、
そ
れ
を
持
た
な
い
船
舶
の
拿
捕
お
よ
び
貨
物
の
没
収

を
行
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The Kingdom of Tingning and Java

 
KURE, Katsutoshi

 
The kingdom of Tingning acted vigorously both in Banten from 

1669 onwards and in the Java's north east coast after 1670. That start-
ed from the kingdom's accidental encounter with the ambassador of the 
kingdom of Banten from 1666 to 1667.

 Their activities are aimed to get a pepper for the Chinese mar-
ket and to build ships. Two prominent Chinees in Bantam, Kaitsu and 
Kiayi Bgabehi Cakradana and Chinese in the Java's north coast, assist-
ed the kingdom's activity. The kingdom also tried to realize peace with 
the Dutch East India company although it did not succeed further.

 There is two reasons of the activity of the kingdom of Tingning in 
Java. One is the existence of Portuguese Macao which was not covered 
by the maritime prohibition by the Qing Dynasty, so the kingdom was 
able to vigorously conduct commercial activities in the waters. Another 
is keen competition with Siam and Ryukyu for trade, that is pioneering 
new trading partners the kingdom of Tingning have been pressed to 
need.

 In response to the kingdom of Tingning's activities on Java Is-
land, Dutch East India Company (VOC) is very wary of their activities 
against themselves, but their military action was forced to take weight. 
There are two reasons. One is that the kingdom acknowledged the 
VOC's naval right around Java, and it did not dare to infringe on co-
moany's right in that region. The other is that the kingdom of Tingning 
built a very friendly relationship with the Bantam and the British East 
India company, both had kept strong military force at that time.
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