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一
　
は
じ
め
に
　
　

　
一
三
世
紀
に
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
出
現
し
て
東
西
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
ま

た
が
る
大
帝
国
を
形
成
し
た
際
、
東
西
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
各
地
域
に
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
に
は
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
来
、
モ
ン
ゴ
ル
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
い
う
と
軍
事
的
な
イ
ン
パ
ク
ト

の
み
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
反
面
、「
モ
ン
ゴ

ル
の
平
和
」（
パ
ク
ス=

モ
ン
ゴ
リ
カ
）
と
し
て
東
西
交
通
の
安
定

と
交
流
の
活
性
化
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
両
者
の
関
連
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
モ
ン
ゴ
ル
の

イ
ン
パ
ク
ト
を
短
期
的
イ
ン
パ
ク
ト
・
長
期
的
イ
ン
パ
ク
ト
の
両
面

か
ら
捉
え
、
両
者
の
関
係
を
表
裏
一
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
理
解

し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

二
　
元
朝
の
海
上
貿
易
と
一
三
～
一
四
世
紀

　
元
朝
と
日
本
の
交
易
は
二
度
の
戦
役
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
四
世
紀

に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
海
域
ア
ジ
ア
の
海
上
貿
易

の
主
流
で
は
な
か
っ
た
。
一
三
～
一
四
世
紀
の
海
域
ア
ジ
ア
に
お

い
て
主
軸
と
な
る
海
上
貿
易
路
は
福
建
地
方
の
泉
州
か
ら
南
下
し

て
チ
ャ
ン
パ
ー
（
現
ベ
ト
ナ
ム
中
南
部
）、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
、
ス
マ

ト
ラ
島
北
端
の
ラ
ム
リ
ー
を
経
由
し
て
イ
ン
ド
洋
に
出
る
い
わ
ゆ

る
「
西
洋
航
路
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
台
湾
か
ら
フ
ィ
リ

ピ
ン
諸
島
を
南
下
し
て
ボ
ル
ネ
オ
島
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
、
ラ
ム
リ
ー

を
経
由
し
て
イ
ン
ド
洋
に
出
る
い
わ
ゆ
る
「
東
洋
航
路
」
は
一
三
世

紀
に
も
既
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
本
格
的
な
海
上
交
易
幹
線

と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
五
世
紀
以
後
で
あ
る
。
東

　
総
論
に
代
え
て

　
モ
ン
ゴ
ル
帝
国=

元
朝
の
覇
権
か
ら
見
た
一
三
～
一
四
世
紀
の
諸
相

　
　

四
日
市
　
康
博
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洋
航
路
は
琉
球
と
も
繋
が
っ
て
い
た
が
（
１
）
、
琉
求
王
国
と
東
南
ア
ジ
ア

が
海
上
貿
易
路
で
結
び
つ
い
た
の
も
琉
求
王
国
の
成
立
し
た
一
五
世

紀
以
後
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
琉
求
の
先
に
あ
り
、
東
洋
航
路
か
ら

見
て
支
線
に
過
ぎ
な
い
日
本
は
一
三
～
一
四
世
紀
の
段
階
で
は
東
南

ア
ジ
ア
と
直
接
貿
易
ル
ー
ト
を
確
保
し
て
お
ら
ず
、（
対
馬
や
済
州

島
経
由
の
ル
ー
ト
も
含
む
一
部
の
高
麗
と
の
貿
易
ル
ー
ト
も
存
在
は

し
て
い
た
も
の
の
）
中
国
と
の
貿
易
ル
ー
ト
だ
け
が
海
外
貿
易
路
で

あ
っ
た
。
日
本
と
中
国
の
貿
易
ル
ー
ト
は
日
本
側
で
は
博
多
と
慶
元

（
明
州
、
寧
波
）
を
結
ぶ
大
洋
路
と
沖
縄
と
福
建
を
結
ぶ
南
洋
路
が

認
識
さ
れ
て
い
た
が
（
２
）
、
そ
れ
ら
は
東
洋
航
路
・
西
洋
航
路
か
ら
成
る

南
海
航
路
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
南
海
航
路

の
主
要
貿
易
品
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
ま
で
広
く

流
通
し
て
い
た
徳
化
窯
白
瓷
が
日
本
は
お
ろ
か
琉
球
で
も
ほ
ぼ
全
く

出
土
し
な
い
こ
と
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
。

　
上
述
の
意
味
で
は
、
元
朝
と
日
本
の
貿
易
は
必
ず
し
も
一
三
～

一
四
世
紀
の
南
海
貿
易
の
一
般
的
な
範
疇
に
入
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
個
別
特
殊
な
ケ
ー
ス
に
あ
た
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。例
え
ば
、

榎
本
渉
は
元
朝
で
も
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
使
節
往
来
が
盛
ん
で
海
上

貿
易
も
隆
盛
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
朝
の
日
本
と
元

朝
間
の
貿
易
に
対
し
て
、
む
し
ろ
貿
易
が
停
滞
し
て
い
た
時
期
と
の

評
価
を
下
し
て
い
る
（
３
）
。
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
日
元
間
の
二
度
に

わ
た
る
戦
役
が
影
響
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
全
く
貿

易
関
係
が
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
戦
役
が
終
わ
る

と
比
較
的
早
い
段
階
で
貿
易
が
再
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
４
）

。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
一
四
世
紀
を
迎
え
る
と
日
本
と
元
朝

の
海
上
貿
易
は
絶
頂
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
（
５
）
。
こ
れ
は
、
日
本
に
限

ら
ず
、ベ
ト
ナ
ム
や
チ
ャ
ン
パ
、ジ
ャ
ワ
で
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ

た
。
元
朝
と
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
貿
易

関
係
が
よ
り
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
政
権
同
士
が
国
交
を
断
絶
し
て

い
た
日
本
と
違
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
（
陳
朝
）、
チ
ャ
ン
パ
（
ヴ
ィ
ジ
ャ

ヤ
朝
）、
ジ
ャ
ワ
（
マ
ジ
ャ
パ
イ
ト
朝
）
は
戦
後
す
ぐ
に
朝
貢
を
再

開
し
て
関
係
を
修
復
し
て
い
る
か
ら
、
貿
易
関
係
が
拡
大
し
た
の
も

当
然
と
い
え
ば
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
上
述
の
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
と
元
朝
の
貿
易
関
係
の
詳
細
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
史
料
上

に
は
、
貿
易
の
内
容
を
示
す
記
述
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
日
本
側
の
寺
社
や
幕
府
・
朝
廷
に
日
元
貿
易
に
関
す
る
記
録

が
断
片
的
な
が
ら
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
と
元
朝
の

間
の
貿
易
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
の
か
、
日
本
側
の
寺
社
や

権
門
は
ど
の
よ
う
に
貿
易
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
か
ろ
う
じ
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
韓
国
の
新
安
沖
海
底
か
ら
出
土
し
た

新
安
沖
沈
船
遺
跡
は
実
際
の
積
み
荷
や
乗
組
員
に
関
す
る
直
接
的
な

情
報
を
数
多
く
も
た
ら
し
た
（
６
）

。
こ
れ
ら
の
資
料
状
況
に
基
づ
い
て
日

元
貿
易
の
研
究
は
他
地
域
に
類
を
見
な
い
進
展
を
見
せ
て
い
る
。
少

な
く
と
も
、
日
本
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
形
態
で
貿
易
資
本
が
出
資
さ
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れ
、
貿
易
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ

の
な
か
で
最
新
の
研
究
成
果
と
な
る
の
が
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
高
銀
美
論
文
で
あ
る
。
日
本
史
研
究
者
が
主
導
し
て
き
た
日
元
貿

易
研
究
に
お
い
て
、
高
銀
美
は
元
朝
側
の
一
般
的
な
海
上
貿
易
管
理

体
制
を
提
示
し
た
上
で
、
日
本
と
元
朝
の
貿
易
の
性
質
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
不
朝
国
（
不
臣
之
国
）
で
あ
る
日
本

と
王
族
に
名
を
連
ね
る
高
麗
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
、

日
元
貿
易
の
性
格
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　
先
に
、
日
元
貿
易
は
南
海
貿
易
の
一
般
的
な
範
疇
に
は
入
ら
な
い

と
書
い
た
が
、
日
元
貿
易
が
南
海
貿
易
と
全
く
共
通
点
が
無
い
わ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
元
朝
の
市
舶
政
策
上
、
共
通
す
る
部
分
も
多

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
貿
易
の
担
い
手
と
し
て
「
綱
」

と
呼
ば
れ
る
商
業
組
織
が
関
わ
っ
て
い
た
点
（
７
）
や
寺
社
な
ど
宗
教
教
団

の
資
本
が
交
易
に
関
わ
っ
て
い
た
点
は
他
の
地
域
で
も
類
例
が
見
ら

れ
（
８
）

、
具
体
的
な
様
相
が
明
ら
か
で
は
な
い
海
域
ア
ジ
ア
で
の
貿
易
活

動
を
知
る
上
で
、
日
元
貿
易
の
事
例
が
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
だ

ろ
う
。

　
一
方
で
、
高
銀
美
は
「
中
国
と
の
貿
易
は
日
本
を
起
点
と
し
た
パ

タ
ー
ン
が
一
般
化
し
、
中
国
か
ら
日
本
を
訪
れ
る
貿
易
船
は
殆
ど
な

か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
な
お
慎
重
な
検
討
が
必
要

で
あ
る
。
確
か
に
日
元
貿
易
に
対
し
て
元
朝
側
か
ら
の
資
本
投
下
が

お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
直
接
示
す
史
資
料
は
見
ら
れ
な
い
。し
か
し
、

元
朝
側
の
商
人
の
資
本
参
加
を
示
す
手
掛
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
、「
綱
」
の
存
在
で
あ
る
。「
綱
」
は
も
と
も
と
中
国
に

お
い
て
政
府
の
需
要
に
関
わ
る
官
物
の
運
輸
を
請
け
負
う
組
織
で
あ

り
、
そ
の
一
部
門
と
し
て
海
上
貿
易
を
請
け
負
う
組
織
が
存
在
し
て

い
た
（
９
）
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
挙
げ
た
「
綱
」
の
定
義
と
機
能
は
唐
代
か

ら
北
宋
代
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
南
宋
～
元
代
に
海
上
貿
易
に

従
事
し
て
い
た
綱
が
同
様
に
官
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
の
か
定
か
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
綱
」
と
い
う
名
称
自
体
、
中
国
を
拠

点
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、「
綱
」の
墨
書
を
持
つ
陶
磁
器
・

木
簡
が
日
本
の
み
な
ら
ず
韓
国
・
台
湾
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
か
ら
も

出
土
し
て
い
る）
（1
（

。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
元
貿
易
は
「
日
本
か
ら
中
国
」
と
い

う
一
方
的
な
関
係
の
み
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
中
国
か
ら
日
本
」

と
い
う
方
向
も
含
め
た
双
方
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
従
来
の
日
元
貿
易
研
究
は
日
本
側
か
ら
の
資
本
の
流
れ
に

し
か
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
元
朝
か
ら
日
本
へ
の
資
本
の
流

れ
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
な
枠
組
み
か
ら
日

元
貿
易
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。
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三
　
海
域
ア
ジ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
め
ぐ
る
中
国
陶
瓷

　
一
三
～
一
四
世
紀
は
、
中
国
陶
磁
が
海
域
ア
ジ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア

世
界
全
域
に
流
通
し
た
第
二
の
ピ
ー
ク
と
言
え
る
時
代
で
あ
る
。
第

一
の
ピ
ー
ク
と
し
て
唐
代
後
半
の
越
窯
青
瓷
や
邢
窯
白
瓷
河
南
系
の

白
瓷
、
長
沙
窯
彩
色
瓷
な
ど
の
輸
出
の
興
隆
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ

の
後
、
一
一
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
輸
出
さ
れ
た
白
瓷

に
代
わ
り
、一
二
世
紀
末
以
降
、龍
泉
窯
青
瓷
の
輸
出
が
主
流
と
な
っ

た
。
そ
の
傾
向
は
東
ア
ジ
ア
海
域
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
南
ア
ジ

ア
か
ら
イ
ン
ド
洋
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
、
紅
海
ま
で
同
様
の
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
時
代
を
「
龍
泉
窯
青
瓷
の
時
代
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る）
（（
（

。
貿
易
路
と
し
て
は
主
要
な
幹
線
か
ら
外
れ
る

日
本
に
お
け
る
中
国
陶
瓷
の
出
土
状
況
は
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
イ
ン

ド
洋
に
か
け
て
主
要
な
輸
出
品
と
な
っ
て
い
た
徳
化
窯
白
瓷
が
流
通

し
な
か
っ
た
こ
と
や
元
青
花
瓷
器
の
流
通
に
や
や
時
間
差
が
あ
る
こ

と
な
ど
、
必
ず
し
も
南
海
貿
易
と
同
様
の
傾
向
を
示
す
わ
け
で
は
な

い
が
、
そ
れ
で
も
大
局
的
に
は
「
龍
泉
窯
青
瓷
の
時
代
」
を
迎
え
た

こ
と
に
違
い
は
無
い
。
ま
た
、
こ
の
「
龍
泉
窯
青
瓷
の
時
代
」
に
は

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
生
産
元
で
あ
る
龍
泉
の
周
辺
地
域
、
特
に
浙
江
地
方

と
隣
接
す
る
福
建
地
方
の
沿
海
や
閩
江
流
域
の
窯
に
お
い
て
龍
泉
窯

青
瓷
や
景
徳
鎮
窯
白
瓷
の
模
倣
品
が
多
く
生
産
さ
れ
、
そ
れ
ら
も
ま

た
海
外
貿
易
ル
ー
ト
に
の
っ
て
輸
出
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ビ
ロ
ー

ス
ク=

タ
イ
プ
」
や
「
今
帰
仁
タ
イ
プ
」
と
呼
ば
れ
る
閩
清
窯
（
義

窯
な
ど
）・
莆
田
窯
（
荘
辺
窯
）・
連
江
窯
（
浦
口
窯
）・
南
平
窯
（
茶

洋
窯
）
な
ど
の
製
品
で
あ
る
。
近
年
、
こ
れ
ら
の
窯
製
品
の
編
年
研

究
も
進
め
ら
れ）
（1
（

、
一
三
～
一
四
世
紀
の
陶
磁
器
流
通
ル
ー
ト
の
特
定

に
お
い
て
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
特
集
の
徳
留
論
考
は
陶
磁
出
土
状
況
に
つ
い
て
最
新
の
情
報
ま

で
勘
案
し
た
上
で
、
海
域
ア
ジ
ア
の
陶
磁
器
流
通
を
俯
瞰
し
、
そ
の

上
で
一
三
～
一
四
世
紀
、
特
に
元
代
中
期
～
後
期
に
あ
た
る
一
四
世

紀
に
陶
磁
器
流
通
の
増
加
や
新
た
な
様
式
の
出
現
な
ど
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
画
期
と
な
り
得
る
と
結
論
す
る
。
こ
れ
は
モ
ノ
の
流
通
や

貿
易
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
説
得
力
が
あ
り
、
示
唆
に
富
ん
だ
見

解
で
あ
る
。
こ
の
徳
留
論
考
の
結
論
は
こ
れ
に
先
立
つ
森
本
朝
子
に

よ
る
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
陶
磁
の
出
土
状
況
か
ら
導
か
れ
た

流
通
の
増
加
が
一
三
～
一
四
世
紀
に
あ
っ
た
と
す
る
考
察
や）
（1
（

、
筆
者

が
数
年
来
、
陶
磁
研
究
者
の
森
達
也
、
イ
ラ
ン
史
学
者
の
ア
リ
ー=

バ
フ
ラ
ニ
ー
プ
ー
ル
と
共
に
お
こ
な
っ
て
い
る
ペ
ル
シ
ャ
湾
岸
か
ら

内
陸
部
に
か
け
て
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
ル
ー
ト
に
お
け
る
中
国
陶
磁
の
流

通
状
況
と
も
符
合
す
る）
（1
（

。

　
で
は
、
か
か
る
状
況
は
ど
の
よ
う
な
条
件
下
に
成
立
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
元
代
に
お
け
る
龍
泉
窯
青
瓷
の
流
通
拡
大
は
ひ
と
つ
に
は

民
間
貿
易
の
拡
大
を
背
景
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
官
営
貿

易
と
の
関
係
も
起
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
浮
梁
磁
局
の
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置
か
れ
た
景
徳
鎮
窯
と
違
っ
て
龍
泉
窯
に
生
産
を
統
制
す
る
官
衙
が

置
か
れ
た
と
い
う
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
が）
（1
（

、
明
代
の
官
窯
と
見
ら

れ
る
龍
泉
大
窯
で
は
元
代
か
ら
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
元
代
の
景
徳
鎮
に
は
浮
梁
局
が
置
か
れ
、
官
衙

に
よ
る
生
産
管
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
元
代

に
は
こ
の
景
徳
鎮
で
青
花
瓷
器
が
生
み
出
さ
れ
、
以
後
の
大
量
輸
出

の
先
駆
け
と
な
っ
た
。
青
花
瓷
器
の
誕
生
に
欠
か
せ
な
い
の
は
青
の

発
色
を
も
た
ら
す
コ
バ
ル
ト
顔
料
で
あ
っ
た
が
、
特
に
西
方
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
は
「
回
回
青
」
と
呼
ば
れ
て
珍
重
さ
れ
た）
（1
（

。
元
代

に
は
龍
泉
窯
、
景
徳
鎮
窯
、
磁
州
窯
な
ど
の
大
規
模
窯
群
の
ブ
ラ
ン

ド
化
と
地
方
の
小
規
模
窯
の
倣
ブ
ラ
ン
ド
化
が
進
み
、
そ
れ
が
海
外

輸
出
に
も
反
映
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る）
（1
（

。
そ
れ
ら
大
規
模
窯
群
の
ブ
ラ

ン
ド
化
の
背
景
に
は
当
然
な
が
ら
官
窯
と
し
て
元
朝
が
採
用
し
、
宮

廷
文
化
・
官
僚
文
化
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
も
大
き
く

影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
官
窯
と
し
て
の
政
権
と
の
繋
が
り

は
当
然
な
が
ら
宋
代
に
も
存
在
し
た
が
、
元
代
は
そ
れ
が
海
外
輸
出

と
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
明
朝
に
も
継

承
さ
れ
た
。

　
か
か
る
状
況
は
、
商
人
た
ち
の
海
上
交
易
活
動
、
特
に
漢
人
・
ム

ス
リ
ム
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
密
接
に
関
連
す
る
。
宋
代
以
降
、「
綱
」

と
呼
ば
れ
る
官
営
貿
易
を
請
け
負
う
商
人
集
団
が
海
域
ア
ジ
ア
全
域

に
展
開
し
て
貿
易
活
動
を
お
こ
な
っ
た
が
、
規
模
は
異
な
る
も
の
の

元
代
に
も
継
続
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
海
域
ア
ジ
ア
各
地
に
形
成
さ

れ
た
漢
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
見
ら
れ

る
。
少
な
く
と
も
、
日
本
の
場
合
は
、
博
多
に
形
成
さ
れ
た
「
唐
坊
」

と
呼
ば
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
海
上
貿
易
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た）
（1
（

。

同
様
の
例
は
、
例
え
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
メ
ダ
ン
近
郊
に
あ
る
コ

タ
・
チ
ナ
遺
跡
で
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
一
三
～
一
四
世

紀
を
中
心
と
し
て
唐
代
か
ら
清
代
ま
で
の
中
国
陶
瓷
器
や
中
国
銅
銭

が
出
土
し
て
お
り
、
文
献
資
料
に
は
具
体
的
な
記
述
は
見
え
な
い
も

の
の
、
そ
の
「
コ
タ=

チ
ナ
」K

ota C
ina

（
中
国
人
の
町
）
と
い

う
呼
称
が
表
す
よ
う
に
貿
易
の
拠
点
と
な
る
漢
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る）
（1
（

。も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ら
各
地
の
漢
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
海
上
貿
易
の
関
係
を
単
純
に
同
列
に
置
く
こ
と
は
で
き

ず
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
貿
易
と
の
関
わ
り
方
に
は
差
異
が

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
例
え
ば
、
博
多
と
那
覇
で
は
出
土
す
る
陶

磁
器
の
種
類
や
組
成
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、浙
江
の
慶
元
（
現
寧
波
）

―
博
多
と
福
建
の
福
州
・
泉
州
―
那
覇
の
ル
ー
ト
で
は
担
い
手
と
な

る
商
人
の
構
成
も
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
単
純
に
考
え
る

と
、
博
多
に
は
浙
江
商
人
、
那
覇
に
は
福
建
商
人
が
通
交
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
が
、
寧
波
や
杭
州
な
ど
浙
江
地
方
に
も
か
な
り
の
数

の
福
建
商
人
が
貿
易
に
従
事
し
て
対
日
貿
易
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
し）
11
（

、
ま
た
、
日
本
や
琉
球
の
遺
跡
か
ら
は
徳
化
窯
白
瓷

が
出
土
し
な
い
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
同
じ
福
建
商
人
で
も
徳
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モ
ン
ゴ
ル
帝
国=

元
朝
の
覇
権
か
ら
見
た
一
三
～
一
四
世
紀
の
諸
相
（
四
日
市
）

化
窯
に
近
い
泉
州
港
と
や
や
離
れ
た
福
州
港
で
は
拠
点
す
る
商
人
組

織
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
清
の
漢

語
史
料
な
ら
と
も
か
く
、
宋
元
の
漢
語
史
料
に
は
商
人
の
出
身
地
に

関
わ
る
具
体
的
な
情
報
は
皆
無
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
漢
人

商
人
で
あ
っ
て
も
、
地
域
ご
と
に
ど
の
よ
う
な
商
人
組
織
が
あ
っ
て

ど
の
よ
う
な
地
域
と
の
通
交
を
担
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、

海
域
ア
ジ
ア
各
地
の
出
土
陶
瓷
を
調
査
し
て
、
そ
の
生
産
地
や
組
成

を
丹
念
に
整
理
し
て
ゆ
く
し
か
、解
明
す
る
方
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
も
、
本
書
の
徳
留
論
考
の
成
果
に
つ
づ
く
さ
ら
な
る
研

究
の
進
展
を
期
待
し
た
い
。

　
さ
て
、も
う
一
方
の
元
代
ム
ス
リ
ム=
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
か
ら
直
接
世
界
中
に
拡
散
し
た
デ
ィ
ア
ス

ポ
ラ
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
覇
権
に
伴
い
、
主
に
イ
ラ
ン
・

中
央
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
か
ら
中
国
に

移
住
し
た
ム
ス
リ
ム
た
ち
が
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
庇
護
の
も
と
一
三
～

一
四
世
紀
の
元
朝
下
中
国
社
会
を
拠
点
と
し
て
海
域
ア
ジ
ア
各
地
に

拡
散
し
た
状
況
を
指
し
て
い
る）
1（
（

。
か
か
る
状
況
に
お
い
て
、
中
国
陶

瓷
器
も
ま
た
西
方
海
域
ア
ジ
ア
、
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
か

ら
ペ
ル
シ
ャ
湾
・
紅
海
、
さ
ら
に
は
地
中
海
西
沿
岸
に
ま
で
流
通
し

た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
中
国
陶
瓷
流
通
の
西
方
拡
大
は
元
代
が

初
め
て
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
唐
末
か
ら
北
宋
初
期
に
か
け
て
の

越
窯
青
瓷
・
河
南
系
白
瓷
・
長
沙
窯
陶
瓷
の
流
通
拡
大
が
第
一
の
ピ
ー

ク
で
あ
り
、
元
代
の
龍
泉
窯
青
瓷
・
景
徳
鎮
・
徳
化
窯
白
瓷
・
福
建

系
陶
瓷
・
褐
釉
陶
器
の
流
通
拡
大
が
第
二
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る）
11
（

。
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
森
達
也
・
ア

リ
ー=

バ
フ
ラ
ニ
ー
プ
ー
ル
と
共
に
調
査
を
お
こ
な
っ
た
旧
ホ
ル

ム
ズ
王
国
遺
跡
群
の
う
ち
、
古
ホ
ル
ム
ズ
の
丘
遺
跡
と
Ｋ
一
〇
三
遺

跡
で
は
散
布
す
る
陶
瓷
片
の
年
代
が
南
宋
末
か
ら
元
代
前
期
、
す
な

わ
ち
、
一
三
世
紀
後
半
代
の
み
と
非
常
に
限
ら
れ
た
時
代
だ
け
の
中

国
陶
瓷
片
の
散
布
が
見
ら
れ
る
。
元
代
に
は
イ
ン
ド
洋
貿
易
の
主
導

権
を
握
っ
て
い
た
キ
ー
シ
ュ
王
国
と
並
ん
で
ホ
ル
ム
ズ
王
国
と
の
通

交
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
も
文
献
資
料
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
の
中
国
陶
瓷
の
特
徴
的
な
出

土
傾
向
は
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
（
ホ
ル
ム
ズ
商
人
）
を
介
し
た
元
朝
と

ホ
ル
ム
ズ
王
国
の
商
業
的
な
紐
帯
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
近
年
、
校
訂
が
刊
行
さ
れ
て
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
イ

エ
メ
ン
・
ラ
ス
ー
ル
朝
の
行
政
文
書
集
成
で
あ
る
『
知
識
の
光
』( N

ūr 
al-M

a‘arīf)

に
含
ま
れ
る
ア
デ
ン
港
関
税
品
目
一
覧
に
は
、
輸
入
さ

れ
た
中
国
陶
瓷
器
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
品
目
の
名
称
と
分
類

は
漢
語
ベ
ー
ス
で
は
な
く
明
ら
か
に
ア
ラ
ビ
ア
語
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
程
度
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
が
主
体
的
に
中
国
陶

瓷
器
の
輸
入
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
漢

人
商
人
が
主
た
る
担
い
手
と
な
っ
て
い
た
日
本
を
含
む
海
域
ア
ジ
ア

東
部
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
事
象
で
あ
り
、
こ
の
中
国
と
イ
ス
ラ
ー
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ム
世
界
の
直
接
的
な
紐
帯
は
一
三
～
一
四
世
紀
の
特
徴
的
な
様
相
の

ひ
と
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
　
モ
ン
ゴ
ル
の
覇
権
と
文
化
交
流
：
イ
ス
ラ
ー
ム
を
中
心
に

　
ユ
ー
ラ
シ
ア
全
域
に
及
ぶ
モ
ン
ゴ
ル
の
覇
権
の
影
響
は
短
期
的
イ

ン
パ
ク
ト
の
み
な
ら
ず
、
長
期
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
な
っ
て
経
済
・

文
化
の
交
流
を
増
大
さ
せ
た
。
し
か
し
、
諫
早
論
考
が
述
べ
る
よ
う

に
、
そ
の
相
互
影
響
と
定
着
（
順
化
）
は
単
純
で
は
な
い
。
ま
し
て

や
、
支
配
者
で
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
文
化
が
そ
の
ま
ま
他
地
域

に
伝
播
し
て
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ン
ゴ

ル
自
身
の
文
化
も
支
配
地
域
の
文
化
と
接
触
・
融
合
し
て
イ
ン
パ
ク

ト
を
与
え
た
側
面
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、「
パ
ク
ス=

モ
ン
ゴ
リ

カ
」
に
象
徴
さ
れ
る
文
化
交
流
で
東
西
ユ
ー
ラ
シ
ア
間
で
相
互
に
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
、
む
し
ろ
中
国
の
漢
文
化
と
イ
ラ

ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

諫
早
論
考
が
扱
っ
て
い
る
天
文
学
と
暦
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
問
題
は
示
唆
的
で
あ
る
。
し

か
し
、
ま
た
、
授
時
暦
が
内
実
的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
法
の
影
響
を

さ
ほ
ど
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
異

文
化
同
士
が
等
し
く
融
合
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
元
朝

と
い
え
ど
も
国
家
制
度
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
西
方
か
ら
伝
来
し
た
イ

ス
ラ
ー
ム
文
化
が
単
純
に
取
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。そ
れ
は
、

や
は
り
元
朝
が
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
を
継
承
し
つ
つ
も
、
一
面
で
は
中
国

王
朝
的
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
フ

ビ
ラ
イ
が
帝
都
を
大
都
・
上
都
に
定
め
て
伝
統
中
国
的
な
官
僚
機
構

を
伴
う
支
配
体
制
を
敷
い
た
こ
と
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
と
っ
て
極
め

て
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
ラ
ン
や
中
央
ア
ジ
ア
出

身
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
財
務
系
の
高
級
官
僚
や
宰
相
に
多
く
登
用

し
な
が
ら
も
、
文
書
行
政
自
体
は
漢
語
と
モ
ン
ゴ
ル
語
の
二
言
語
を

主
軸
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ル
シ

ア
語
も
文
書
行
政
の
一
部
に
採
用
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま

で
も
補
助
的
な
範
囲
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た）
11
（

。
元
朝
の
統
治
体
制

を
見
る
と
、
ア
フ
マ
ド=

フ
ァ
ナ
ー
カ
テ
ィ
ー
や
サ
ン
ガ=

ウ
イ
グ

リ
ー
な
ど
色
目
人
系
宰
相
や
財
務
官
僚
が
主
導
し
て
行
政
機
構
が
肥

大
し
た
重
商
主
義
期
と
そ
れ
に
対
す
る
反
動
に
よ
り
漢
人
宰
相
が
主

導
権
を
握
っ
て
行
政
機
構
が
縮
小
す
る
重
農
主
義
期
が
交
互
に
見
ら

れ
る
傾
向
が
あ
る
が）
11
（

、
色
目
人
宰
相
が
専
権
を
握
っ
た
時
期
で
あ
っ

て
も
財
政
関
連
以
外
に
お
い
て
非
漢
人
文
化
が
漢
文
化
的
な
制
度
に

代
わ
っ
て
席
巻
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
み
に
起
因
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
政
策
集
団
と

な
る
皇
帝
の
取
り
巻
き
を
モ
ン
ゴ
ル
人
や
色
目
人
が
占
め
た
と
し
て

も
、
膨
大
な
数
の
漢
人
官
吏
や
胥
吏
を
行
政
機
構
に
内
包
し
、
そ
の

官
吏
胥
吏
た
ち
が
中
国
社
会
を
基
盤
と
し
て
い
た
以
上
、
当
然
の
こ
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と
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
支
配
者
層
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
人
は
数
の
上
で
は
少
数
派

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
地
域
の
統
治
原
則
と
し
て
現
地

の
伝
統
的
な
統
治
技
術
の
提
要
を
認
め
て
い
た
。
テ
ン
グ
リ
（
天
）

に
基
づ
く
モ
ン
ゴ
ル
の
伝
統
的
世
界
観
は
、
そ
の
単
純
性
・
包
括
性

か
ら
柔
軟
な
融
和
性
を
持
ち
、
様
々
な
信
仰
・
宗
教
に
仮
託
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
初
期
に
は
様
々

な
宗
教
教
団
が
帝
国
の
中
枢
に
接
近
を
試
み
、
そ
の
庇
護
を
争
っ
た

結
果
、
モ
ン
ケ
朝
と
フ
ビ
ラ
イ
朝
で
宗
教
論
争
が
開
催
さ
れ
て
い

る）
11
（

。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
は
仏
教
・
道
教
に

較
べ
る
と
少
数
派
で
あ
り
、
元
朝
下
の
中
国
で
は
多
数
派
に
な
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
が
元
朝
期
の
中
国
に

与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ー

ム
の
伝
播
が
短
期
的
に
中
国
社
会
に
劇
的
な
変
容
を
も
た
ら
し
た

り
、国
家
制
度
を
一
変
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

徐
々
に
、
着
実
に
中
国
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
南
海
貿
易
（
イ

ン
ド
洋
貿
易
）
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
や
は
り

ム
ス
リ
ム
商
人
で
あ
っ
た
し
、陶
瓷
器
貿
易
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

彼
ら
自
身
の
手
に
よ
っ
て
中
国
産
品
を
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
も
た
ら
す

流
通
網
も
確
立
さ
れ
て
い
た）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
経
済
活
動
に
伴
う
社
会

へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
外
交
や
軍
事
行
動
に
伴
う
短
期
的
イ
ン
パ
ク

ト
と
較
べ
る
と
長
期
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。諫
早
が
紹
介
す
る「
翻

訳
と
順
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
論
理
に
お
い
て
、「
翻
訳
」
は
同
時

並
行
的
に
進
行
し
た
と
し
て
も
、「
順
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
は
よ
り
長

い
時
間
を
要
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
呼

ば
れ
る
仏
教
文
化
と
第
三
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
呼
ば
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
化
も
ま
た
長
い
時
間
を
か
け
て
中
国
社
会
に
順
化
し
て
い
る
。
イ

ス
ラ
ー
ム
文
化
の
中
国
社
会
へ
の
順
化
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
元

朝
の
支
配
期
間
を
も
っ
て
し
て
も
果
た
し
て
十
分
と
言
え
る
だ
ろ
う

か
。

　
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
順
化
は
元
に
代
わ
っ
て
明
朝
が
成
立
し
た
後

も
な
お
続
い
て
い
た
。
明
朝
初
期
は
元
朝
を
凌
ぐ
ほ
ど
の
文
化
の
多

様
性
を
持
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
特
に
永
楽
朝
に
お
い
て
そ
れ
は

ピ
ー
ク
に
達
し
た
。
初
期
の
明
朝
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
開
放
的
な
国

際
性
を
明
ら
か
に
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
側
の

漢
語
史
料
に
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
に

は
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
シ
ャ
ー=

ロ
フ
の
使
節
団
が
訪
れ
た
永
楽
朝
の

朝
廷
に
数
カ
国
語
を
操
る
翻
訳
官
の
長
官
ア
ミ
ー
ル=

ハ
ッ
ジ
ー=

ユ
ー
ス
フ=

カ
ー
デ
ィ
ー
が
権
力
を
握
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
の
ア
ミ
ー
ル=

ハ
ッ
ジ
ー
に
対
し
て
成
祖
（
永
楽

帝
）
が
発
給
し
た
勅
諭
が
中
国
各
地
の
清
真
寺
に
石
刻
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
が）
11
（

、
こ
れ
ら
の
石
刻
の
元
は
揚
州
か
ら
出
土
し
た
永
楽
五

年
の
勅
諭
文
書
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る）
11
（

。
ま
た
、
イ
ン
ド
洋
に
派
遣
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史
苑
（
第
七
九
巻
第
二
号
）

さ
れ
た
艦
隊
を
率
い
た
鄭
和
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
鄭
和
艦
隊
の
一

部
が
ハ
ッ
ジ
（
メ
ッ
カ
巡
礼
）
を
果
た
し
た
こ
と
は
漢
語
史
料
側
に

記
録
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が）
11
（

、
こ
れ
に
対

し
て
家
島
彦
一
は
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
の
側
か
ら
も
明
朝
の
使
節
団
を

乗
せ
た
ジ
ャ
ン
ク
船
が
メ
ッ
カ
を
訪
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る）
1（
（

。
こ
の
よ
う
な
元
朝
の
開
放
性
を
受
け
継
い
だ
明
朝
の
対
外
姿
勢

は
宣
宗
（
宣
德
帝
）
の
治
世
ま
で
続
い
た
が
、
そ
の
後
、
閉
鎖
的
な

姿
勢
へ
の
転
換
が
は
か
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
と
の
積
極
的
な
交
流

は
断
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
降
、
中
国
国
内
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教

徒
は
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
と
の
直
接
の
接
触
が
無
い
ま
ま
独
自
の
発
展
を

遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
中
国
に
お
け
る

イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
順
化
」
に
お
け
る
画
期
は
元
明
の
政
権
交
代
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
明
朝
朝
廷
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
転
換
に
あ
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

五
　
お
わ
り
に
：
世
界
史
と
い
う
視
点
か
ら
の
展
望

　
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時
代
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
史
、
い
わ
ゆ
る
「
モ
ン

ゴ
ル
時
代
史
」
に
は
様
々
な
側
面
が
あ
り
、
近
年
は
そ
の
中
に
「
海

域
ア
ジ
ア
史
」
も
含
ま
れ
る
と
い
う
認
識
が
一
般
的
で
あ
る
。
も
と

も
と
海
域
ア
ジ
ア
史
は
国
家
・
地
域
ご
と
の
縦
割
り
の
個
別
史
、
或

い
は
王
朝
・
政
権
ご
と
の
断
代
史
に
よ
る
弊
害
を
打
破
す
べ
く
国
境

や
王
朝
に
と
ら
わ
れ
な
い
視
座
か
ら
ア
ジ
ア
史
を
捉
え
る
枠
組
み
と

し
て
提
唱
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
枠
組
内
に
お
け
る

パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
や
人
・
モ
ノ
の
流
れ
は
当
然
な
が
ら
均
一
で
は
な

く
、
ま
た
、
歴
史
学
全
体
が
抱
え
る
問
題
で
も
あ
る
が
、
立
脚
点
や

着
目
す
る
因
子
に
よ
っ
て
歴
史
事
象
の
持
つ
様
相
や
意
味
が
異
な
っ

て
く
る
。
現
に
、
高
銀
美
の
論
じ
た
日
元
貿
易
に
お
い
て
は
、
一
三

世
紀
後
半
は
中
国
側
の
王
朝
交
替
と
戦
役
に
よ
っ
て
一
時
的
な
停
滞

期
と
見
ら
れ
て
お
り
、
海
域
ア
ジ
ア
で
活
況
を
呈
し
て
い
た
と
い
う

南
海
貿
易
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。
一
三
～
一
四
世
紀
の
海
域
ア
ジ

ア
と
い
っ
て
も
、
立
脚
点
を
東
南
ア
ジ
ア
に
置
く
か
、
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
に
置
く
か
、
或
い
は
中
国
に
置
く
か
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
像
に
は

違
い
が
生
じ
て
く
る
。
例
え
ば
、
ジ
ェ
フ=

ウ
ェ
イ
ド
ら
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
「
早
期
通
商
の
時
代
」Early A

ge of C
om

m
erce 

論

は
一
四
世
紀
を
「
早
期
通
商
の
時
代
」
と
「
通
商
の
時
代
」
の
谷
間

と
見
な
し
、
そ
の
時
期
の
海
上
貿
易
の
停
滞
を
主
張
す
る）
11
（

。
こ
れ

は
一
三
～
一
四
世
紀
の
海
上
貿
易
が
全
盛
を
迎
え
た
と
す
る
モ
ン

ゴ
ル
帝
国=

元
朝
期
の
海
域
ア
ジ
ア
史
的
見
解
と
完
全
に
矛
盾
す

る
。
も
っ
と
も
、
ウ
ェ
イ
ド
を
は
じ
め
と
す
る
同
様
の
論
考
は
貿
易

品
の
流
通
に
お
け
る
時
間
的
な
ズ
レ
や
文
献
史
料
の
残
存
状
況
の
時

代
格
差
を
考
慮
に
入
れ
て
お
ら
ず
、
遊
牧
民
の
軍
事
的
拡
大
に
対
す

る
蛮
族
的
イ
メ
ー
ジ
と
社
会
の
衰
退
を
根
拠
無
く
同
列
に
論
じ
る
な

ど
、
そ
の
論
に
素
直
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
東
南
ア
ジ
ア
に
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即
し
て
東
西
海
上
交
易
を
見
た
場
合
、
た
と
え
、
元
朝
下
の
中
国
と

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
間
で
活
発
な
交
易
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
東
南
ア
ジ
ア
が
単
な
る
通
過
点
に
過
ぎ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
交

易
の
時
代
の
「
谷
間
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い）
11
（

。
こ
の
問
題
を
別
の
角
度
か
ら
取
り
上
げ
た
の
が
深
見
純
生
で
あ

り
、
一
三
～
一
四
世
紀
の
海
上
貿
易
の
繁
栄
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア

の
位
置
づ
け
に
対
し
て
「
通
路
か
、
拠
点
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を

お
こ
な
っ
て
い
る）
11
（

。
こ
の
ほ
か
に
も
、
桃
木
論
考
で
は
い
く
つ
か
の

分
水
嶺
＝
時
代
画
期
に
関
わ
る
試
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年

最
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
議
論
に
代
表
さ
れ
る

「
一
四
世
紀
の
危
機
」
論
で
あ
ろ
う）
11
（

。
た
だ
し
、
こ
の
論
自
体
は
海

域
ア
ジ
ア
と
「
直
接
」
関
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ー
バ
ー
マ
ン
は

グ
ロ
ー
バ
ル=

ヒ
ス
ト
リ
ー
の
観
点
か
ら
ア
ジ
ア
と
の
関
連
を
主
張

し
、
セ
デ
ス
や
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス
ら
の
時
代
区
分
論
と
の
連
動
も
提
唱

さ
れ
る
も
の
の
、「
一
四
世
紀
の
危
機
」
論
の
本
来
の
対
象
地
域
は

あ
く
ま
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
規
模
の
季
候
の
寒

冷
化
や
黒
死
病
の
発
生
源
な
ど
の
観
点
か
ら
ア
ジ
ア
と
の
関
連
性
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、「
危
機
」
の
対
象
範
囲

が
自
明
的
な
現
象
と
し
て
検
証
無
く
ア
ジ
ア
に
ま
で
敷
衍
さ
れ
る
こ

と
は
避
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
桃

木
論
考
に
示
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
論
点
を
東
南
ア
ジ
ア
史
の
み
な
ら

ず
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
・
中
国
史
・
モ
ン
ゴ
ル
史
な
ど
の
立
場
か
ら
検

証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
一
三
～
一
四
世
紀
と
い

う
時
代
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
回
の
特
集
に
寄
せ
ら

れ
た
論
に
拠
る
な
ら
ば
、
高
銀
美
の
取
り
上
げ
た
元
朝
の
貿
易
政
策

の
中
に
お
け
る
日
元
貿
易
の
特
殊
性
、
徳
留
大
輔
の
指
摘
し
た
海
域

ア
ジ
ア
全
域
に
お
け
る
中
国
陶
磁
器
流
通
の
時
代
的
変
容
、
諫
早
庸

一
の
説
く
異
文
化
の
翻
訳
と
順
化
の
非
対
称
性
・
不
均
等
性
（
私
は

さ
ら
に
順
化
の
過
程
に
お
け
る
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
時
間
的
な
ズ

レ
も
生
じ
た
と
考
え
る
）
は
い
ず
れ
も
、
一
三
～
一
四
世
紀
の
人
・

モ
ノ
・
文
化
の
移
動
と
交
流
が
或
る
意
味
画
期
的
な
様
相
を
見
せ
な

が
ら
も
、
そ
れ
が
単
純
な
分
水
嶺
で
は
な
く
、
偏
差
や
ズ
レ
を
伴
っ

た
時
代
的
・
地
域
的
な
相
関
性
・
連
続
性
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
本
特
集
の
テ
ー
マ
は
「
一
三
～
一
四
世
紀
は
ア
ジ
ア
の
分
水
嶺

か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
っ
て
、
断
定
で
は
な
い
。
こ
の
問
い

か
け
に
対
す
る
答
え
が
提
示
さ
れ
た
の
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
答
え
は

ま
だ
出
て
い
な
い
と
返
答
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
特
集
の
目
的
は
マ

ク
ロ
な
時
代
区
分
を
提
示
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
時
代
区
分

を
前
提
と
し
た
議
論
を
脱
し
て
異
な
る
立
場
か
ら
相
互
に
問
題
点
を

明
確
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

は
と
う
て
い
言
え
な
い
が
、
本
特
集
を
足
が
か
り
と
し
て
、
今
後
さ

ら
に
議
論
が
深
め
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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史
苑
（
第
七
九
巻
第
二
号
）

史
料

宋
濂
等
『
元
史
』
二
一
〇
巻
、
百
訥
本
（
明
洪
武
刊
本
）

蘇
天
爵
『
国
朝
文
類
』
七
〇
巻
、
四
部
叢
刊
初
編
（
元
刊
本
）

馬
歓
『
瀛
涯
勝
覧
』
紀
録
彙
編
（
景
明
刊
本
）

ハ
ラ
ホ
ト
文
書
（
黒
水
城
文
書
）
：
塔
拉
、
杜
建
录
、
高
国
祥
（
编
）

二
〇
〇
八
《
中
国
藏
黑
水
城
汉
文
文
献
》
一
〇
冊
、
国
家
图
书
馆

出
版
社
。

A
nonym

ous. 2003. N
ūr al-M

a‘ārif fī N
uẓum

 w
a Q

aw
ānīn w

a 
A‘rāf al-Yam

an fī al-‘Ahd al-M
uẓaffarī al-W

ārif (Lum
ière 

de la connaissance: Règles, lois et coutum
es du Yém

en sous 
le règne du sultan rasoulide al-M

uzaffar). （『
知
識
の
光
』）: 

vol. 1, ed. M
uḥam

m
ad ‘A

bd al-R
aḥīm

 Jāzim
. Sana‘ā: C

entre 
Français d’A

rchéologie et de Sciences Sociales de Sanaa.
Ḥ

āfiẓ A
brū. 1380A

H
S/2001-02. Zubdat al-Tawārīkh. （

ハ
ー
フ
ェ
ズ

=

ア
ブ
ル
ー
『
歴
史
の
精
髄
』）:4 vols. ed. Sayyid K

am
āl Ḥ

āj 
Sayyid Jaw

ādī. Tihrān: W
izārat-i Farhang w

a Irshād-i Islām
ī.

al-M
aqrīzī, Taqī al-D

īn A
ḥm

ad bn ‘A
lī. 1392A

H
/1972. K

itāb al-
Sulūk li-M

a‘rifa D
uw

al al-M
ulūk. （『

王
国
の
知
識
の
た
め
の
事

績
の
書
』）ed. Sayyid ‘A

bd al-Fataḥ ‘A
shūr. Q

āhira: M
atba‘ 

D
ār al-K

utub.
W

aṣṣāf al-Ḥ
aḍrat (Shihāb al-D

īn ‘A
bd A

llāh b. ‘Izz al-D
īn 

Shīrāzī). 1853. K
itāb-i W

aṣṣāf al-Ḥ
aḍrat dar aḥw

āl-i salaṭīn-i 

M
ughūl (Ta’rīkh-i W

aṣṣāf ). 

（
ワ
ッ
サ
ー
フ
『
ワ
ッ
サ
ー
フ
史
』）

ed. M
. M

. Iṣfahānī. B
om

bay 1269 (rep. in Tihrān: Ibn Sīnā, 
1338 A

H
S./1959).

M
arco Polo. Le D

evisem
ent dou M

onde

（
マ
ル
コ=

ポ
ー
ロ
『
世

界
の
記
述
』）

-M
arco/B

enedetto. Ed. Luigi Foscolo B
enedetto, il M

illione: 
Prim

a Edizione Integrale. Firenze, 1928.
-M

arco/R
am

usio. 1980. Ed. G
iovanni B

attista R
am

usio, I viaggi 
di M

arco Polo. In N
avigazioni e viaggi. vol.3, Venezia, 1559 

(re-ed. G
iulio Einaudi, Torino, 1980.)

-

マ
ル
コ
／
愛
宕 :

〔
訳
注
〕
愛
宕
松
男
『
東
方
見
聞
録
』
二
巻
、

東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
。

参
考
文
献

石
黒
ひ
さ
子 

二
〇
一
八
「
墨
書
陶
磁
器
か
ら
み
た
「
綱
」」『
南
島

史
学
』
八
六
、
二
〇
三
～
一
八
六
頁
。

石
黒
ひ
さ
子 

二
〇
一
九
「
経
筒
に
み
え
る
宋
人
銘
墨
書
と
「
綱
首
」

―
―
広
東
省
南
華
寺
出
土
五
百
羅
漢
銘
文
「
広
州
綱
首
」
を

め
ぐ
っ
て
」『
岩
手
大
学
平
泉
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
七
集
、

二
九
～
四
三
頁
。

榎
本
渉 
二
〇
〇
一
「
日
本
遠
征
以
後
に
お
け
る
元
朝
の
倭
船
対
策
」

『
日
本
史
研
究
』
四
七
〇
号
、
五
八
～
八
二
頁
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モ
ン
ゴ
ル
帝
国=

元
朝
の
覇
権
か
ら
見
た
一
三
～
一
四
世
紀
の
諸
相
（
四
日
市
）

榎
本
渉 

二
〇
〇
六
「
初
期
日
元
貿
易
と
人
的
交
流
」
宋
代
史
研
究

会
編
『
宋
代
の
長
江
流
域
―
―
社
会
経
済
史
の
視
点
か
ら
』
東

京
：
汲
古
書
院

榎
本
渉 

二
〇
一
四 

「
宋
元
交
替
と
日
本
」『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史

　
第
七
巻
　
中
世
２
』
東
京
：
岩
波
書
店
、
七
七
～
一
一
二
頁
。

亀
井
明
徳 

二
〇
一
五
『
博
多
唐
房
の
研
究
』
東
京
：
亜
州
古
陶
瓷

学
会
。

川
添
昭
二 

一
九
八
七
「
鎌
倉
中
期
の
対
外
関
係
と
博
多
―
―
承
天

寺
の
開
創
と
博
多
綱
首
謝
国
明
」『
九
州
史
学
』八
八
～
九
〇
号
、

一
三
一
～
一
五
五
頁
。

川
添
昭
二 

一
九
八
八
「
鎌
倉
初
期
の
対
外
関
係
と
博
多
」
節
内
健

次(

編)

『
鎖
国
日
本
と
国
際
交
流
』
上
、
東
京
：
吉
川
弘
文

館

川
添
昭
二 

一
九
九
〇
「
南
北
朝
期
博
多
文
化
の
展
開
と
対
外
関
係
」

『
地
域
に
お
け
る
国
際
化
の
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
総
合
研
究

―
―
九
州
地
域
に
お
け
る
』
平
成
元
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

研
究
成
果
報
告
書
（
総
合
研
究
（
Ａ
））
四
三
～
六
六
頁
。 

川
添
昭
二 

一
九
九
三
「
鎌
倉
末
期
の
対
外
関
係
と
博
多
―
―
新
安

沈
没
船
木
簡
・
東
福
寺
・
承
天
寺
」
大
隅
和
雄
（
編
）『
鎌
倉

時
代
文
化
伝
播
の
研
究
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
三
〇
一
～

三
三
〇
頁
。

佐
々
木
花
江
・
佐
々
木
達
夫 

二
〇
〇
二
「
ペ
ル
シ
ア
湾
北
岸
遺
跡

と
採
集
陶
磁
器
」『
金
沢
大
学
考
古
学
紀
要
』
二
六
号
、
二
七

～
四
七
頁
。

杉
山
正
明 

一
九
九
五
『
ク
ビ
ラ
イ
の
挑
戦
―
―
モ
ン
ゴ
ル
海
上
帝

国
へ
の
道
』
東
京
：
朝
日
新
聞
社
。

田
中
克
子 

二
〇
〇
二
「
博
多
遺
跡
群
出
土
陶
磁
に
見
る
福
建
古
陶

磁
（
そ
の
二
）
福
建
省
江
流
域
、
及
び
以
北
に
お
け
る
窯
跡
出

土
陶
磁
」『
博
多
研
究
会
誌
』
一
〇
号
、
三
三
～
五
五
頁
。 

田
中
克
子 

二
〇
〇
三
「
博
多
遺
跡
群
出
土
陶
磁
に
見
る
福
建
古
陶

磁
（
そ
の
三
）
宋
・
元
代
白
磁
を
め
ぐ
る
問
題
」『
博
多
研
究

会
誌
』
一
一
号
、
一
～
二
〇
頁
。

田
中
克
子 

二
〇
〇
九
「
生
産
と
流
通
」
木
下
尚
子
（
編
）『
13
～
14

世
紀
の
琉
球
と
福
建
：
13
～
14
世
紀
海
上
貿
易
か
ら
み
た
琉
球

国
成
立
要
因
の
実
証
的
研
究
―
―
中
国
福
建
省
を
中
心
に
』
熊

本
：
熊
本
大
学
木
下
尚
子
研
究
室
、
一
三
七
～
一
四
三
頁
。

徳
留
大
輔 

二
〇
一
三
「
日
本
出
土
の
中
国
産
青
磁
の
動
向 : 

龍
泉

窯
系
青
磁
を
中
心
に
」『
平
泉
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』一
号
、

一
九
～
二
七
頁
。

中
村
淳 

一
九
九
四
「
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
道
仏
論
争
」
の
実
像
―

―
ク
ビ
ラ
イ
の
中
国
支
配
へ
の
道
」『
東
洋
学
報
』七
五
号
三
巻
、

二
二
九
～
二
五
九
頁
。

中
村
翼 
二
〇
一
三
「
日
元
貿
易
期
の
海
商
と
鎌
倉
・
室
町
幕
府
―
―

寺
社
造
営
料
唐
船
の
歴
史
的
位
置
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』二
四
一
号
、
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史
苑
（
第
七
九
巻
第
二
号
）

九
三
～
一
二
〇
頁
。

深
見
純
生 

二
〇
〇
四
「
元
代
の
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
―
―
通
路
か
拠
点

か
」『
東
南
ア
ジ
ア
：
歴
史
と
文
化
』
三
三
号
、
一
〇
〇
～

一
一
九
頁
。

三
上
次
男 

一
九
六
三
「
中
世
の
中
東
な
ら
び
に
南
ア
ジ
ア
に
お
け

る
中
国
陶
磁
―
―
東
西
交
渉
史
の
一
側
面
」『
オ
リ
エ
ン
ト
』

六
号
二
巻
、
一
～
二
五
、三
九
頁
。

村
井
章
介 

二
〇
一
三
ａ
「
日
元
交
通
と
禅
律
文
化
」『
日
本
中
世
の

異
文
化
接
触
』
東
京
： 

東
京
大
学
出
版
会: 

一
七
一
～
二
一
五

頁
（
原
載
：『
日
本
の
時
代
史
10 
南
北
朝
の
動
乱
』
東
京
：
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）。

村
井
章
介 

二
〇
一
三
ｂ
「
寺
社
造
営
料
唐
船
を
見
直
す
―
―
貿
易
・

文
化
交
流
・
沈
船
」『
日
本
中
世
の
異
文
化
接
触
』
東
京
： 

東

京
大
学
出
版
会
、
二
四
一
～
二
七
二
頁
。

森
克
己 

一
九
七
五
『
森
克
己
著
作
集
第
二
巻
　
続
日
宋
貿
易
の
研

究
』
東
京
：
国
書
刊
行
会
。

森
達
也 

二
〇
〇
四
「
磁
州
窯
系
陶
瓷
生
産
地
の
分
布
と
系
譜
」『
東

洋
陶
磁
』
三
三
。

森
達
也 

二
〇
一
五
『
中
国
青
瓷
の
研
究
―
―
編
年
と
流
通
』
東
京
：

汲
古
書
院
。

森
本
朝
子 

二
〇
〇
九
「
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
14
世
紀
前
後
の
福

建
陶
磁
：
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
遺

跡
の
出
土
遺
物
」
木
下
尚
子
（
編
）『
13
～
14
世
紀
の
琉
球
と

福
建
：
13
～
14
世
紀
海
上
貿
易
か
ら
み
た
琉
球
国
成
立
要
因
の

実
証
的
研
究
―
―
中
国
福
建
省
を
中
心
に
』
熊
本
：
熊
本
大
学

木
下
尚
子
研
究
室
、
一
五
五
～
一
八
八
頁
。

劉
新
園
、（
訳
）
岡
佳
子
・
田
中
美
佐 

一
九
八
三
「
元
代
青
花
の
特

異
紋
飾
と
将
作
院
所
属
の
浮
梁
磁
局
及
び
画
局
」『
貿
易
陶
磁

研
究
』
三
号
、
一
一
～
二
九
頁
。

家
島
彦
一 

一
九
六
六
「
イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
中
に
み
る
鄭
和
遠
征
記

事
に
つ
い
て
」『
史
学
』
三
八
号
四
巻
、
九
五
～
一
〇
一
頁
。

家
島
彦
一 

一
九
六
八
「
15
世
紀
に
お
け
る
イ
ン
ド
洋
通
商
史
の
一

齣
―
―
鄭
和
遠
征
分
隊
の
イ
エ
メ
ン
訪
問
に
つ
い
て
」『
東
京

外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
一
号
、

一
三
七
～
一
五
五
頁
。

四
日
市
康
博 

二
〇
〇
〇
「
元
朝
宮
廷
に
お
け
る
交
易
と
廷
臣
集
団
」

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
五
号
四
巻
、
三

～
一
五
頁
。

四
日
市
康
博 

二
〇
一
一
「
近
年
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
研
究
と
貿
易
陶

磁
」『
貿
易
陶
磁
研
究
』
三
一
号
、
一
～
一
三
頁
。

陈
达
生 

一
九
八
四
《
泉
州
伊
斯
兰
教
石
刻
》
福
州
：
宁
夏
人
民
出

版
社
・
福
建
人
民
出
版
社
。

陳
信
雄 

一
九
八
五《
澎
湖
宋
元
陶
瓷
》澎
湖
：
澎
湖
県
立
文
化
中
心
。
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モ
ン
ゴ
ル
帝
国=

元
朝
の
覇
権
か
ら
見
た
一
三
～
一
四
世
紀
の
諸
相
（
四
日
市
）

陈
育
宁
・
汤
晓
芳 

二
〇
〇
八
《
中
国
回
族
文
物
》
银
川
：
宁
夏
人

民
出
版
社
。

廖
大
珂 
一
九
九
三
〈
略
论
宋
元
时
期
的
纲
首
〉《
海
交
史
研
究
》

一
九
九
三
年
二
期
、
五
～
一
一
页
。

刘
新
园 

一
九
八
三
〈
元
青
花
特
异
纹
饰
和
将
作
院
所
属
浮
梁
磁
局

与
画
局
〉『
貿
易
陶
磁
研
究
』
三
期
、
一
～
一
〇
页
。

刘
中
玉 

二
〇
一
八
〈
14
世
纪
蒙
古
体
系
变
动
下
的
青
花
瓷
―
―

元
青
花
与
伊
利
汗
国
伊
斯
兰
转
向
关
系
梳
论
〉《
形
象
史
学
》

二
〇
一
七
上
半
年
期
、
一
八
〇
～
二
〇
五
页
。

劉
韋
廷 

二
〇
一
六
〈
元
代
佛
道
辯
諍
探
微
：
以
《
大
元
至
辯
偽
錄
》

為
主
之
討
論
〉《
輔
仁
宗
教
研
究
》
三
三
期
、
四
一
～
七
〇
頁
。

陆
明
华 

二
〇
〇
五
〈
元
代
景
德
镇
官
窑
瓷
烧
造
及
相
关
问
题
研
究
〉

《
上
海
博
物
馆
集
刊
》
一
〇
期
、
一
九
七
～
二
〇
九
页
。

陆
明
华 

二
〇
〇
八
〈
元
明
景
德
镇
进
口
青
花
料
研
究
〉《
上
海
博
物

馆
集
刊
》
一
一
期
、
二
五
〇
～
二
六
四
页
。

罗
贤
佑 

一
九
九
一
〈
论
元
代
畏
兀
儿
人
桑
哥
与
偰
哲
笃
的
理
财
活

动
〉《
民
族
研
究
》
一
九
九
一
年
六
期
、
一
〇
二
～
一
〇
九
页
。

毛
海
明 

二
〇
一
六
〈
桑
哥
輔
政
碑
事
件
探
微─

─

以
翰
林
官
僚
張

之
翰
的
仕
宦
轉
折
為
線
索
〉《
中
央
研
究
院
歷
史
語
言
研
究
所

集
刊
》
八
七
－
三
期
、
六
一
一
～
六
六
七
頁
。

仁
庆
扎
西 

一
九
八
四
〈
元
代
中
央
王
朝
中
的
藏
族
宰
相
桑
哥
〉《
西

藏
研
究
》
一
九
八
四
年
二
期
、
五
三
～
五
九
页
。

尚
衍
斌
、
林
欢 

二
〇
〇
八
〈“

回
回
青”

的
来
龙
去
脉
〉《
紫
禁
城
》

一
六
一
期
、
一
四
四
～
一
四
九
頁
。

森
达
也 

二
〇
〇
八
〈
伊
朗
波
斯
湾
北
岸
几
个
海
港
遗
迹
发
现
的
中

国
陶
瓷
〉
中
国
古
陶
瓷
学
会
［
编
］《
中
国
古
陶
瓷
研
究 

第

十
四
辑
》
紫
禁
城
出
版
社
、
四
一
四
～
四
四
二
页
。

四
日
市
康
博
・
エ
マ
ー
ド=

ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン=

シ
ャ
イ
フ
ル=

ホ
キ
ャ

マ
ー
イ
ー 

二
〇
一
二
《
黒
水
城
出
土
官
文
书
中
的
波
斯
文
再

考
》
元
代
国
家
与
社
会
国
际
学
术
研
讨
会.

天
津
：
南
开
大
学
、

二
〇
一
二
年
八
月
二
五
日
。 

王
頲 

一
九
八
一
〈「
敛
财
」
之
臣
与
元
世
祖─

─

试
论
阿
合
马
等
的

「
理
财
」
及
其
与
忽
必
烈
的
关
系
〉《
元
史
及
北
方
民
族
史
研
究

集
刊
》
五
期
、
六
〇
～
六
九
页
。

吴
文
良 

二
〇
〇
五
《
泉
州
宗
教
石
刻
（
増
订
本
）
》 

北
京
：
科
学
出

版
社
。

杨
德
华 

一
九
九
五
〈
元
代
藏
族
宰
相
桑
哥
理
财
的
政
绩
〉《
中
国
藏

学
》
一
九
九
五
年
四
期
、
六
四
～
六
九
页
。

余
振
贵
・
雷
晓
静 

二
〇
〇
一
《
中
国
回
族
金
石
录
》
银
川
：
宁
夏

人
民
出
版
社
。

张
敏 

二
〇
一
二
〈
论
浮
梁
瓷
局
在
元
代
景
德
镇
瓷
业
中
的
地
位
与

作
用
〉《
中
国
陶
瓷
》
四
八
―
三
期
、
三
五
～
三
六
页
。

张
云
江 
二
〇
一
四
〈
至
元
一
八
年
焚
毁
道
经
事
考
辨
〉《
世
界
宗
教

研
究
》
二
〇
一
四
年
四
期
、
六
六
～
七
三
页
。
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문
화
재
관
리
국 

문
화
공
보
부
문
화
재
관
리
국 

一
九
八
一
～

一
九
八
八
『
新
安
海
底
遺
物 

（
신
안 

해
저 

유
물
） 

』
資
料
編
Ⅰ

～
Ⅲ
・
綜
合
編
、
서
울
：
문
화
재
관
리
국 

문
화
공
보
부
문
화

재
관
리
국
。

국
립
해
양
문
화
재
연
구
소 

二
〇
一
一
『
태
안
마
도 

2
호
선 : 

수

중
발
굴
조
사 

보
고
서 = T

aean M
ado shipw

reck no.2 : 
underw

ater excavation 
泰
安
馬
島
2
號
船 : 

水
中
発
掘
調

查
報
告
書
』
목
포: 

문
화
재
청 , 
국
립
해
양
문
화
재
연
구
소
。

G
yllensvärd. 1973. “R

ecent Finds of C
hinese C

eram
ics 

at Fostat. I.” The M
useum

 of Far Eastern Antiquities 
(Ö

stasiatiska M
useet) Stockholm

 Bulletin 45: 91-119.
G

yllensvärd. 1975. “R
ecent Finds of C

hinese C
eram

ics at 
Fostat. II.” The M

useum
 of F

ar E
astern A

ntiquities 
(Ö

stasiatiska M
useet) Stockholm

 Bulletin 47: 93-117.
W

ade, G
eoff. 2099. “A

n Early A
ge of C

om
m

erce in Southeast 
A

sia, 900-1300C
E.” Journal of Southeast Asian Strudies 

40/2: 221-65.
M

cK
innon, E. Edw

ards. 1977. "R
esearch at K

ota C
ina, a Sung-

Y
üan period trading site in East Sum

atra." Archipel 14: 19-
32.

M
cK

innon, E. Edw
ards. 1984. K

ota C
ina: Its C

ontext and 
M

eaning in the Trade of Southeast Asia in the Tw
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to Fourteenth C
enturies. Ph.D

 thesis. Ithaca: C
ornell 

U
niversity.

M
ilner, A

. C
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Southeast A
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ic Legacy of 
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aritim
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C
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ntegration on the 

M
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Yokkaichi Yasuhiro. 2009. "C

hinese and M
uslim
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iasporas 

and the Indian O
cean Trade N
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ork under M
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H
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ony." (ed.) A

ngela Schottenham
m
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Asian "M
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e C
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C
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m
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モ
ン
ゴ
ル
帝
国=

元
朝
の
覇
権
か
ら
見
た
一
三
～
一
四
世
紀
の
諸
相
（
四
日
市
）

N
etw

orks of K
īsh M

erchants under M
ongol R

ule: The R
ole 

of the Indian O
cean, Fārs and Iraq.” Journal of Econom

ic 
and Social H

istory of the O
rient 62: 428-63.

註（１
）
た
だ
し
、
元
代
以
前
の
漢
語
史
料
に
見
え
る「
琉
求
」
は
琉
求
王
国
、

す
な
わ
ち
、
現
在
に
沖
縄
で
は
な
く
、
台
湾
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て

い
る
。

（
２
）
橋
本
雄 

二
〇
〇
七; 

榎
本
渉
二
〇
一
四
。

（
３
）
榎
本 

二
〇
〇
六
。

（
４
）
榎
本 

二
〇
〇
一; 

榎
本 

二
〇
一
四
。

（
５
）
元
朝
期
の
日
元
貿
易
は
僧
侶
の
往
来
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て

お
り
、
日
元
間
の
貿
易
船
の
往
来
が
絶
頂
を
迎
え
た
一
四
世
紀
に

対
し
て
村
井
章
介
は「
渡
来
僧
の
世
紀
」
と
呼
ん
で
い
る
。cf. 

村
井 

一
九
九
八
。

（
６
）
문
화
재
관
리
국 

문
화
공
보
부
문
화
재
관
리
국 

一
九
八
一
～

一
九
八
八
。

（
７
）
廖
大
珂 

一
九
九
三; 

石
黒 

二
〇
一
八; 

石
黒 

二
〇
一
九
。 

（
８
）
例
え
ば
、
南
イ
ン
ド
の
パ
ー
ン
デ
ィ
ヤ
朝
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域

か
ら
の
馬
輸
入
に
際
し
て
、
国
庫
か
ら
で
は
な
く
仏
教
寺
院
の
資
本

が
王
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
に
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ

て
い
る（W

assaf/B
om

bay, 302

）。
ま
た
、
イ
ラ
ン
で
は
ホ
ル
ム
ズ

商
人
の
イ
ン
ド
洋
貿
易
、
特
に
中
国
と
の
貿
易
に
お
い
て
カ
ー
ゼ

ル
ー
ン
教
団
や
ダ
ー
ニ
ヤ
ー
ル
教
団
な
ど
の
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
が

資
金
的
な
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（cf. 

Yokkaichi 2019

）。

（
９
）
綱
に
つ
い
て
は
注
７
を
参
照
。

（
10
）Southeast A

sian C
eram

ic Society 1985; 

陳 

一
九
八
五; 

국
립
해

양
문
화
재
연
구
소 

二
〇
一
一
。

（
11
）
こ
の
時
期
の
青
瓷
の
国
際
流
通
状
況
に
関
し
て
は
、
徳
留 

二
〇
一
三; 
森 

二
〇
一
五
を
参
照
。
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（
12
）
田
中 

二
〇
〇
二; 

田
中 

二
〇
〇
三; 

田
中 

二
〇
〇
九
。

（
13
）
森
本 

二
〇
〇
九
。

（
14
）
調
査
成
果
の
一
部
はYokkaichi 2019

を
参
照
。

（
15
）
浮
梁
磁
局
に
つ
い
て
は
『
元
史
』
巻
八
八
、
百
官
志
四; 

刘 

一
九
八
三; 
劉 
一
九
八
三; 

陸 

二
〇
〇
五; 

张
敏 

二
〇
一
二
を
参
照
。

（
16
）
回
回
青
に
つ
い
て
は
、
陸 

二
〇
〇
八
、二
五
五
～
五
六
頁; 

尚
・
林 

二
〇
〇
八
、一
四
四
～
四
九
頁; 

刘 

二
〇
一
八
、二
〇
〇
～
二
頁
を
参

照
。
な
お
、
近
年
、
整
理
さ
れ
た
ハ
ラ
ホ
ト
漢
語
文
書
断
片
に
も「
回

回
青
」
の
文
字
が
見
ら
れ
、
内
陸
の
交
易
ル
ー
ト
を
通
じ
て
中
国
に

も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ハ
ラ
ホ
ト 

（
黒
水
城
） 

文
書

M
1-1048 [84H

-F111:W
33/1111] (

塔 

二
〇
〇
八
、
巻
六
、一
三
〇
七

頁)  

四
日
市 

二
〇
一
一
、
九
頁
を
参
照
。

（
17
）
森 

二
〇
〇
四
。

（
18
）
唐
坊
と
居
留
し
て
い
た
唐
商
人
と
海
上
貿
易
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
川
添 

一
九
八
七; 

川
添 

一
九
八
八; 
川
添 

一
九
九
〇; 

川

添 

一
九
九
三; 

村
井 

二
〇
一
三
ａ; 

村
井 
二
〇
一
三
ｂ; 

中
村 

二
〇
一
三; 

亀
井 

二
〇
一
五
な
ど
を
参
照
。

（
19
）M

cK
innon 1977; M

ilner, M
ckinnon and Tengku 1978, 1-42; 

M
aK

innon 1984.

（
20
）
森 

一
九
七
五
，
二
四
九
～
二
五
三
頁
。

（
21
）
詳
細
は
、Yokkaichi 2009

を
参
照
。

（
22
）
三
上 

一
九
六
三;  G

yllensvärd 1973; G
yllensvärd 1975; 

佐
々
木
・

佐
々
木 

二
〇
〇
二; 

森 

二
〇
〇
八;  Yokkaichi 2009

を
参
照
。 

（
23
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
四
日
市
・
エ
マ
ー
ド

=

ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン 

二
〇
一
二
と
し
て
口
頭
発
表
し
た
が
論
文
は
未
刊
行
で
あ
る
。

（
24
）『
元
史
』
巻
一
六
〇
、
閻
復
伝; 

巻
一
六
九
、
張
九
思
伝; 

巻

二
〇
五
、
姦
臣
伝
、
阿
合
馬
、
盧
世
榮
、
桑
哥; 

『
国
朝
文
類
』
巻

二
四
、
元
明
善（
撰
）、
丞
相
東
平
忠
憲
王
碑
。

（
25
）
憲
宗
モ
ン
ケ
朝
・
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
朝
の
　
宗
教
論
争（
道
仏
論
争
）
に

つ
い
て
は
中
村 

一
九
九
四;  

张 

二
〇
一
四;  

劉 

二
〇
一
六
を
参
照
。

（
26
）Yokkaichi 2019.

（
27
）Zubdat al-Taw

ārīkh, 839-43. 

（
28
）
泉
州
・
清
浄
寺
、
福
州
・
清
真
寺
に
米
里
哈
只（
ア
ミ
ー
ル=

ハ
ッ

ジ
ー
）
宛
永
楽
五
年
勅
諭
、
蘇
州
・
太
平
坊
清
真
寺
に
米
里
閃
思
丁

（
ア
ミ
ー
ル=

シ
ャ
ム
ス=

ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
宛
永
楽
五
年
勅
諭
、
西

安
・
化
覚
巷
清
真
寺
、
松
江
・
清
真
寺
に
賽
亦
的
哈
馬
魯
丁（
サ
イ
イ

ド=

カ
マ
ル=

ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
宛
勅
諭
が
現
存
す
る（
全
て
筆
者
が

現
地
で
実
見
）。
書
籍
・
論
文
に
掲
載
さ
れ
た
情
報
と
し
て
は
、
陈 

一
九
八
四
、七
～
八
頁
、
図
一
八
～
二
〇; 

余
・
雷 

二
〇
〇
一
、二
〇
二

頁; 

吴 

二
〇
〇
五
、二
七
頁; 

陈
・
汤 

二
〇
〇
八
、三
五
一
～
五
三
頁
な

ど
を
参
照
。

（
29
）
上
述
の
石
刻
の
原
文
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
漢
語
・
ペ
ル
シ
ア
語
・

モ
ン
ゴ
ル
語
合
璧
文
書
が
一
九
五
六
年
に
揚
州
の
普
哈
丁
陵
墓
園
か

ら
出
土
し
、
北
京
の
民
族
文
化
宮
に
所
蔵
さ
れ
た
と
陳
達
生
は
伝
え

て
い
る（
陈 

一
九
八
四
、八
頁
）。
し
か
し
、
現
在
、
民
族
文
化
宮
で

は
当
該
文
書
は
行
方
不
明
で
あ
り
、2010

年
に
筆
者
が
調
査
を
お
こ

な
っ
た
際
に
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

（
30
）『
瀛
涯
勝
覧
』
天
方
国

（
31
）M

aqrizi. Suluk. 4-2: 872-3; 

家
島 

一
九
六
六
、
九
五
～
一
〇
一
頁; 

家
島 

一
九
六
八
、一
四
六
～
四
八
頁
。

（
32
）W

ade 2009.

（
33
）
も
っ
と
も
、
ウ
ェ
イ
ド
ら
の
議
論
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
状
況
よ

り
も
む
し
ろ
中
国
側
か
ら
の
プ
ッ
シ
ュ
要
因
を
重
視
し
て
い
る
傾
向

が
強
い
た
め
、
そ
れ
で
も
同
意
は
難
し
い
。
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（
34
）
深
見 

二
〇
〇
四
。 

た
だ
し
、
深
見
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
結
論
は

示
し
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
深
見
論
文
に
は
元
朝
の
海
域
支
配
に
関

す
る
誤
解
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
宋
代
以
降
の
海
外
交
易
活
動
が

元
代
に
な
っ
て
国
家
に
取
り
込
ま
れ
た
か
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て

い
る
が（
一
〇
四
頁
）、「
綱
」
と
呼
ば
れ
る
官
貿
易
請
負
組
織
は
宋
代

か
ら
元
代
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
元
代
に
な
っ
て
交
易
構
造
が
劇
的

か
つ
急
激
に
国
家
支
配
体
制
的
に
変
化
し
た
と
い
う
認
識
は
誤
り
で

あ
る
。
元
朝
の
中
央
政
府
が
主
体
的
に
南
海
諸
国
を
招
撫
し
た
と
さ

れ
る
が（
一
〇
四
～
五
頁
）、
ハ
ル
ガ
ス
ン（
コ
ル
ゴ
ス
ン
／
和
礼
霍
孫
）

は
翰
林
院
の
ト
ッ
プ
と
し
て
受
動
的
に
外
国
使
節
に
応
対
し
た
だ
け

で
、
む
し
ろ
重
商
的
な
南
海
貿
易
振
興
に
否
定
的
で
あ
っ
た（
四
日
市 

二
〇
〇
〇
）。
ま
た
、
イ
ン
ド
洋
が
大
元
ウ
ル
ス
艦
隊
の
海
と
な
り
、

主
要
港
湾
都
市
に
元
朝
の
貿
易
事
務
官
が
駐
在
し
た
と
い
う
杉
山
正

明
の
論(

杉
山 

一
九
九
五)

を
紹
介
し
て
い
る
が（
た
だ
し
、
後
者
に

関
し
て
は
深
見
も
疑
問
を
呈
し
て
い
る(

一
〇
五
頁)

）、
杉
山
の
言
う

よ
う
な
こ
と
を
示
す
根
拠
も
史
料
も
存
在
せ
ず
、
事
実
と
は
言
え
な

い
。
元
朝
が
ラ
ム
リ
ー（
南
巫
里
）、
サ
ム
ド
ラ（
速
木
都
剌
）
な
ど
北

ス
マ
ト
ラ
諸
国
に
使
者
を
派
遣
し
て
服
従
さ
せ
た
と
い
う
が
、『
元
史
』

亦
黒
迷
失
伝
に
あ
る
記
事
は「
先
ず
郝
成
、
劉
淵
を
遣
わ
し
、
諭
し
て

南
巫
里
、
速
木
都
剌
、
不
魯
不
都
、
八
剌
剌
諸
小
国
を
降
ら
し
め
ん

と
す
」
と
読
み
、実
際
に
服
従
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、こ
の「
降
」

は「
朝
貢
に
赴
い
た
」
く
ら
い
の
意
味
で
実
効
支
配
を
意
味
し
な
い
。

マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
い
う「
イ
ン
ド
」
は
必
ず
し
も
現
在
の
イ
ン
ド
の

み
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
時
に「
ア
ジ
ア
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
使
用
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
マ
ル
コ
は
本
来
の
イ

ン
ド
を「
大
イ
ン
ド
」Endie greignor / India m

aggior

、
東
南
ア
ジ

ア
を「
小
イ
ン
ド
」m

enor Y
ndie / India m

inore

、
ア
フ
リ
カ
東
部

を「
中
イ
ン
ド
」m

eçane Y
ndie / India seconda overo m

ezana

と
も

呼
ん
で
い
る（M

arco/B
enedetto, 209;  M

arco/R
am

usio, 289; 

マ
ル

コ
／
愛
宕
、 

二
四
四
～
四
五
）。

（
35
）Lieberm

an 2003.

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
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