
明末清初におけるオランダ東インド会社の動向

一
六
○
二
年
に
設
立
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
一
七
九
九
年
に

解
散
す
る
ま
で
お
よ
そ
二
○
○
年
に
わ
た
り
存
続
し
た
。
そ
の
中
で
も
最
初
の

一
世
紀
、
一
七
世
紀
が
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
黄
金
期
だ
と
い
う
見
方
は

強
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
が
世
界
各
地
の
海
に
お

い
て
我
が
物
顔
で
行
動
し
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
東
ア

ジ
ア
圏
に
お
い
て
軍
事
力
、
経
済
力
で
劣
っ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

の
貿
易
活
動
は
江
戸
幕
府
や
明
・
清
両
王
朝
、
そ
し
て
鄭
氏
の
強
い
干
渉
を
受

け
な
が
ら
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
六
六
二
年
に
当
時
大
き
な
利
益
を
上
げ
て
い
た
台
湾
を
、
南
京
で
の
敗
北

に
よ
り
新
た
な
拠
点
を
求
め
て
い
た
鄭
成
功
に
奪
わ
れ
た
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア

で
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
影
響
力
の
限
界
を
示
す
最
た
る
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ

か
ら
と
言
っ
て
中
国
が
こ
の
時
代
安
定
し
て
強
大
だ
っ
た
、
と
考
え
る
の
は
早

計
で
あ
る
。
一
七
世
紀
、
特
に
そ
の
中
期
に
置
い
て
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

が
黄
金
期
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
中
国
で
は
ち
ょ
う
ど
李
自
成
の
北
京
入

京
、
そ
し
て
清
の
入
関
と
明
末
清
初
の
混
乱
期
に
あ
た
り
、
こ
の
混
乱
は
、
三

藩
の
乱
が
解
決
し
、
台
湾
の
鄭
氏
政
権
が
降
伏
す
る
一
六
八
○
年
代
ま
で
続
い

て
い
た
。
鄭
成
功
が
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
を
台
湾
か
ら
追
い
払
っ
た
原
因

を
、
こ
の
時
期
の
明
と
清
の
闘
争
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
オ
ラ
ン
ダ

は
じ
め
に

〈
研
究
動
向
〉

明
末
清
初
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
動
向

’

二

金

五

年

の

遣

清

使

節

を

中

心

に

ｌ

岩

井

優

典

人
た
ち
は
明
末
清
初
の
混
乱
に
か
な
り
の
影
響
を
受
け
た
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
も
っ
と
も
中
国
と
日
本
の
中
継
貿
易
に
よ
り
そ
の
利
益
の
大
半
を
上
げ

て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
交
易
は
、
明
の
滅
亡
以
降
増
え
て
い
た
日

本
に
到
来
す
る
中
国
人
の
商
人
集
団
に
よ
っ
て
追
い
抜
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

明
末
清
初
の
動
乱
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
貿
易
は
ど
ち
ら
も
古
く
か

ら
注
目
を
受
け
て
お
り
、
と
て
も
全
て
の
研
究
を
紹
介
し
き
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
明
清
期
に
お
け
る
研
究
、

特
に
著
者
が
今
後
深
く
調
べ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
一
六
五
五
年
の
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
清
へ
の
使
節
に
関
す
る
も
の
は
多
少
詳
し
く
紹
介
し

て
い
／
、
。

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
関
す
る
研
究
は
、
従
来
よ
り
様
々
な
国
の
視
点

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
本
国
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
近
年
の
研
究
で
は
フ
ェ
ッ
メ
・

ハ
ー
ス
ト
ラ
氏
が
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
全
体
の
歴
史
に
関
し
て
詳
細
に
ま

（

１

）

（

２

）

と
め
た
も
の
が
あ
る
。
対
し
て
日
本
で
は
一
九
七
○
年
代
の
永
積
昭
氏
の
研
究

を
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
研
究
が
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
視
点
に
着
目
し
て
い
た
の
に
対
し
、
永

積
昭
氏
の
研
究
で
は
東
イ
ン
ド
、
す
な
わ
ち
現
地
か
ら
の
視
点
、
特
に
氏
の
研

究
の
専
門
分
野
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
含
む
東
・
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
方
に

着
目
し
、
そ
の
地
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
を
具
体
的
に
検

（

３

）

証
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
科
野
孝
蔵
氏
の
研
究
も
同
様
で
、
そ
れ

ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
研
究
が
制
度
史
か
ら
の
観
点
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
日
本
と
の
貿
易
に
関
す
る
史
料
を
中
心
に
扱
い
、
当
時
行
わ
れ
て
い

｜
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
明
清
期
中
国
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た
日
蘭
間
の
貿
易
の
実
態
を
つ
か
む
こ
と
を
主
眼
に
置
い
て
い
る
。
科
野
氏
は

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
ア
ジ
ア
の
経
済
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
も
た
ら
し

た
か
は
諸
説
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
一
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
市
場
に
置
い
て
一

定
の
地
位
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

近
年
の
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は

（

４

）

羽
田
正
氏
の
も
の
が
あ
る
。
羽
田
氏
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
限
ら
ず
、

従
来
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
研
究
が
各
国
ご
と
の
研
究
に
な
っ
て
い
た
り
、
複
数

の
国
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
も
の
は
ア
ジ
ア
の
一
つ
一
つ
の
国
々
へ
の
研
究

に
な
っ
て
い
た
り
と
一
つ
一
つ
が
細
か
く
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の

他
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
諸
国
の
東
イ
ン
ド
会
社
が
残
し
た
史
料
や
蓄
積
さ
れ
た
研
究

を
統
合
し
、
一
貫
し
て
捉
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
島
田
竜
登

（

↑

『

皿

）

氏
の
研
究
も
貿
易
に
主
眼
を
置
い
て
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
一

七
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
海
域
ア
ジ
ア
圏
に
お
け
る
一
大
勢
力
で
あ
っ
た
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
主
要
な
貿
易
体
系
で
あ
っ
た
ア

ジ
ア
間
で
の
貿
易
に
お
け
る
役
割
を
探
り
、
同
時
に
、
そ
の
盛
衰
や
記
録
は
近

世
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
の
大
き
な
基
礎
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
『
バ
タ
ヴ
ィ
ァ
城
日
誌
』
な
ど
に
よ
る
報
告
を
も
と

に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
ア
ジ
ア
圏
に
お
け
る
貿
易
の
歴
史
に
つ
い
て
詳

し
く
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
南
ア
ジ
ア
で
の
貿
易
に
関
す
る
記
述
や
日

本
と
の
貿
易
に
関
す
る
記
述
が
中
心
と
な
り
中
国
と
の
貿
易
に
関
し
て
は
さ
ほ

ど
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ

東
イ
ン
ド
会
社
は
中
国
と
の
関
わ
り
が
薄
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一

六
二
四
年
か
ら
一
六
六
二
年
ま
で
の
三
八
年
間
、
台
湾
に
商
館
を
持
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
中
国
に
基
盤
を
置
き
、
貿
易
を
積
極
的
に
行
お

う
と
し
て
い
た
。
そ
の
上
、
永
積
昭
氏
の
研
究
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

（
６
）に

、
一
七
世
紀
中
期
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
貿
易
収
支
に
お
い
て
日
本

に
次
ぐ
第
二
位
の
地
位
を
記
録
し
て
い
た
の
は
台
湾
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
中
国
に
関
す
る
研
究
も
ま
た
膨
大
な
量
が
あ
る
が
、
こ
の
中
で

は
対
外
関
係
に
着
目
し
、
い
く
つ
か
の
研
究
を
紹
介
す
る
。
対
外
関
係
の
研
究

（

Ｆ

Ｊ

Ｊ

）

の
中
で
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
ま
ず
、
矢
野
仁
一
氏
の
研
究

（

８

）

が
存
在
す
る
。
坂
野
正
高
氏
の
研
究
は
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
清
、
中
華
民
国
に

関
す
る
部
分
を
中
心
と
し
て
扱
い
な
が
ら
も
、
明
代
か
ら
五
・
四
運
動
ま
で
の

期
間
に
お
け
る
中
国
に
関
わ
る
各
国
の
外
交
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、

出
版
さ
れ
て
か
ら
四
○
年
近
く
た
つ
現
在
で
も
こ
の
本
に
勝
る
ほ
ど
外
交
文
書

に
関
し
て
、
多
角
的
な
編
纂
を
し
た
も
の
は
な
い
。

（

９

）

（

川

）

近
年
の
も
の
と
し
て
は
、
上
田
信
氏
の
研
究
、
岸
本
美
緒
氏
の
研
究
が
存
在

す
る
。
上
田
氏
は
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
の
理
論
に
立
っ
て
、
中
国
と
海
の
関
係

を
明
代
か
ら
清
代
ま
で
の
お
よ
そ
五
○
○
年
間
に
渡
っ
て
見
て
い
く
こ
と
で
、

こ
の
時
代
に
海
を
通
し
て
つ
な
が
っ
て
い
た
日
本
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
言
っ
た
ユ

ー
ラ
シ
ア
諸
地
域
と
の
共
進
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。
ま
た
、
明
末
清
初
の
時
期
で
あ
る
一
七
世
紀
は
ユ
ー

ラ
シ
ア
全
体
に
お
い
て
不
況
で
あ
り
、
中
国
で
政
権
が
代
わ
る
の
と
同
じ
く
ョ

－
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
覇
権
が
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
、
そ

し
て
イ
ギ
リ
ス
に
代
わ
る
変
動
の
時
代
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
岸
本
氏
は

中
国
の
民
衆
に
着
目
し
、
一
七
世
紀
以
降
の
市
場
の
統
制
が
厳
し
か
っ
た
そ
れ

ま
で
の
社
会
か
ら
商
業
的
・
市
場
的
な
社
会
と
な
っ
た
一
六
世
紀
の
方
が
生
活

文
化
に
か
か
わ
る
変
化
は
大
き
い
と
し
な
が
ら
も
、
一
七
世
紀
の
社
会
に
お
け

る
変
化
も
十
分
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
氏
は
ま
た
一
五
六
七
年
に
海
禁
令
が

解
除
さ
れ
て
以
降
活
動
的
な
冒
険
的
貿
易
商
人
や
海
賊
た
ち
が
多
か
っ
た
明
末
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明末清初におけるオランダ東インド会社の動向

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
の
関
係
の
歴
史
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て

（

胆

）

は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
氏
の
研
究
と
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ル
ズ
氏
の
研

（
脳
）究
が
存
在
す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
両
国
の
関
わ
り
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
設
立
以
前
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
前
身
で
あ
る
》
》
○
且
①
○
○
日
ｇ
瞥
庸
ゞ
（
旧
会

社
）
が
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
大
き
な
利
益
を
上
げ
て
い
る
極
東
地
域
に

進
出
す
べ
く
中
国
に
船
を
派
遣
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
船
団
は
、
マ
カ
オ
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
邪
魔
に
会
い
、

中
国
人
と
話
す
こ
と
な
く
戻
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
後
も
一
六
○
四

年
に
ウ
ェ
イ
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ワ
ー
ル
ウ
ェ
イ
ク
が
交
渉
に
赴
く
な
ど
し

た
が
い
ず
れ
も
失
敗
し
た
。
一
六
二
二
年
に
は
ヤ
ン
・
ピ
ー
テ
ル
ス
ゾ
ー
ン
・

ク
ー
ン
の
命
令
を
受
け
た
艦
隊
が
マ
カ
オ
を
攻
撃
し
た
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ら

の
反
撃
を
受
け
て
返
り
討
ち
に
会
い
、
膨
湖
諸
島
を
占
領
す
る
も
こ
ち
ら
も
ポ

の
混
乱
期
と
比
べ
る
と
、
鄭
氏
政
権
が
降
伏
し
た
後
の
一
七
世
紀
末
は
彼
ら
が

そ
の
姿
を
消
し
て
お
り
、
こ
の
海
域
は
静
か
な
も
の
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い

る
。
ど
ち
ら
の
研
究
に
お
い
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
関
わ
り
は

そ
れ
な
り
に
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
国
側
の
オ
ラ
ン
ダ
人
に
関
す

る
資
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
か
同
時
代
の
中
国
に
お
け
る

ョ
－
ロ
ッ
パ
人
の
活
動
と
言
う
こ
と
で
あ
れ
ば
ま
ず
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
や
ア

（

Ⅱ

）

ダ
ム
・
シ
ャ
ー
ル
と
言
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
の
名
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
特

に
貿
易
面
以
外
に
関
し
て
は
、
さ
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。二

、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
の
関
係
〔
’
六
五
五
年
以
前
〕

ル
ト
ガ
ル
人
の
妨
害
を
受
け
て
失
敗
し
た
。
こ
こ
で
膨
湖
諸
島
か
ら
退
去
す
る

代
わ
り
と
し
て
、
中
国
商
船
の
台
湾
へ
の
渡
航
を
妨
げ
な
い
こ
と
を
条
件
に
オ

ラ
ン
ダ
人
た
ち
は
台
湾
を
確
保
し
た
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
台
湾
は
未
開
の

（

Ⅱ

）

状
態
で
、
わ
ず
か
に
鹿
皮
が
得
ら
れ
る
程
度
の
状
態
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
低

か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
初
代
商
館
長
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
・
ソ

ン
ク
の
下
オ
ラ
ン
ジ
城
（
の
ち
の
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
）
を
建
設
し
、
こ
こ
か
ら

三
八
年
に
及
ぶ
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
台
湾
統
治
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
研
究
と
し
て
は
林
田
芳
雄
氏
の
も
の

（

胴

）

が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
氏
は
『
バ
タ
ヴ
ィ
ア
城
日
誌
」
、
「
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ァ
城

（

鵬

）

（

け

）

日
誌
』
、
『
東
イ
ン
ド
事
務
報
告
」
を
中
心
に
『
明
実
録
」
、
「
台
湾
外
記
』
な
ど
に

よ
る
中
国
側
の
史
料
と
比
較
し
て
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
動
き
を
捉
え
て

い
る
。
氏
は
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
一
六
二
四
年
か
ら
一
六
六
二
年

ま
で
、
計
一
二
人
の
長
官
に
よ
る
台
湾
統
治
を
大
き
く
分
け
て
三
期
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
、
最
初
の
四
人
の
商
館
長
の
時
代
二
六
二
四
～
一
六
三

六
）
を
第
一
期
、
次
の
四
人
の
商
館
長
の
時
代
（
一
六
三
六
～
一
六
四
六
）
を
第

二
期
、
最
後
の
四
人
の
時
期
（
一
六
四
六
～
一
六
六
二
）
を
第
三
期
と
し
た
。

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
台
湾
統
治
の
勃
興
期
、

安
定
期
、
衰
退
期
に
あ
た
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
期
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

（

隅

）

社
の
統
治
に
関
し
て
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
氏
の
研
究
が
、
貿
易
に
関
し
て
は
永
積

（

脚

）

洋
子
氏
の
研
究
が
存
在
す
る
。
永
積
洋
子
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
に
よ
る
台
湾
貿
易
の
確
立
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は

「
あ
る
個
人
の
海
上
指
導
権
、
商
業
的
な
結
合
、
中
国
の
官
憲
ま
た
は
外
国
人

と
調
停
す
る
才
能
」
を
持
っ
た
現
地
出
身
の
海
賊
と
冒
険
的
貿
易
商
人
で
あ
っ

た
。
林
田
氏
が
こ
の
時
代
を
中
国
海
沿
岸
が
最
も
荒
れ
狂
っ
た
時
代
と
評
し
た

よ
う
に
、
こ
の
時
代
、
明
の
弱
体
化
が
一
層
深
刻
と
な
り
、
海
上
は
明
の
支
配
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が
及
ば
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
代
わ
り
に
そ
の
地
域
を
ま
と
め
る
集
団
と
し

て
頭
角
を
現
し
た
の
が
福
建
や
平
戸
と
言
っ
た
地
域
を
拠
点
に
置
く
海
賊
や
商

人
の
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
貿
易
商
人
（
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
海
賊
と
表

裏
一
体
で
あ
っ
た
）
た
ち
を
ま
と
め
る
存
在
が
頭
人
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
が
中
国
近
海
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
六
一
○
年
代
に
頭
人
の
一

人
と
し
て
平
戸
に
拠
点
を
構
え
て
い
た
人
物
こ
そ
が
中
国
人
の
商
人
、
李
旦
で

あ
っ
た
。
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
初
め
て
台
湾
に
渡
航
す
る
と
進
ん
で
中
国
貿
易

の
仲
介
役
を
買
っ
て
出
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど
働
か
ず
、
む

し
ろ
金
品
を
搾
取
し
海
賊
行
為
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
し
て
は
各
地
に
顔
の
き
く
李
旦
を
、
一
方
で
は
信

用
な
ら
な
い
人
物
だ
と
思
い
な
が
ら
も
関
係
を
断
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

李
旦
の
死
後
も
、
李
旦
の
代
理
人
と
し
て
中
国
本
土
で
活
動
し
て
い
た
許
心
素

が
そ
の
後
を
継
い
で
同
じ
く
中
国
貿
易
の
仲
介
役
を
行
っ
た
。
だ
が
、
心
素
は

一
六
二
八
年
に
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
商
館
で
通
辞
を
し
て
い
た
鄭
芝
竜
と
の
政
争

に
敗
れ
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
鄭
芝
竜
は
同
年
、
海
上
の
統
制
を
図
り
た
い
明

に
よ
っ
て
招
聰
さ
れ
、
海
防
遊
撃
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
彼
の
権

力
に
歯
向
か
う
も
の
も
多
く
、
一
六
三
六
年
に
彼
が
福
州
の
都
督
に
な
る
ま
で

の
間
は
、
様
々
な
海
賊
と
の
戦
い
が
あ
り
、
中
国
沿
岸
が
安
定
す
る
の
は
こ
れ

以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

一
六
三
○
年
代
後
半
に
入
る
と
、
よ
う
や
く
中
国
沿
岸
が
安
定
し
た
こ
と

と
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
台
湾
で
の
貿
易
体
制
を
確
立
し
た
こ
と
も
相

ま
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
黄
金
期
を
迎
え

る
。
だ
が
、
よ
う
や
く
迎
え
た
黄
金
期
も
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
。
一
六
四
○

年
代
に
入
る
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
日
本
へ
の
主
な
輸
出
品
で
あ
つ

（

釦

）

た
生
糸
、
絹
織
物
が
徐
々
に
減
少
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
原
因
は
中

三
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
の
関
係
〔
一
六
五
五
年
以
後
〕

『
バ
タ
ヴ
ィ
ァ
城
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
清
に
使

節
を
派
遣
し
た
き
っ
か
け
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
清
朝
が
マ
カ
オ
に
い
る
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
も
広
州
で
の
貿
易
を
行
う
と
の
報
告
を

イ
エ
ズ
ス
会
士
、
マ
ル
テ
ィ
ノ
・
マ
ル
テ
ィ
ニ
が
バ
タ
ヴ
ィ
ア
総
督
の
ョ
ハ
ン
・

マ
ー
ッ
ァ
イ
ヶ
ル
に
行
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
た
マ
ー
ッ
ァ
イ
ケ
ル
は
台
湾
総
督

の
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ェ
ル
ブ
ル
フ
に
貿
易
許
可
を
と
る
た
め
の
商
務
員
の
派
遣
を

命
じ
た
。
そ
れ
を
受
け
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
台
湾
評
議
会
の
商
務

員
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ス
ヘ
ー
デ
ル
が
広
州
に
赴
い
た
際
、
北
京
へ
の
正
式
な

派
遣
を
勧
め
ら
れ
、
こ
れ
を
受
け
た
マ
ー
ッ
ァ
イ
ケ
ル
は
オ
ラ
ン
ダ
本
国
の
一

（

塊

）

七
人
会
に
公
式
使
節
の
派
遣
を
建
議
し
、
容
認
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
順
治
帝
の

勅
諭
は
お
お
む
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

道
の
り
は
遠
く
、
波
風
が
激
し
い
た
め
に
、
船
で
難
儀
し
、
長
年
月
を

か
け
て
本
朝
に
至
る
。
そ
の
労
苦
は
哀
れ
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
貢
朝
が

頻
繁
で
あ
れ
ば
、
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
甚
だ
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
朕

に
は
忍
び
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
が
ゆ
え
に
、
八
年
に
一
度
朝
貢
す

（

お

）

れ

ば

よ

る

し

い

…

。

こ
の
八
年
に
一
度
と
い
う
文
言
が
重
要
で
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
述
べ
て

い
る
通
り
自
由
な
貿
易
を
求
め
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
と
っ
て
八

国
船
に
よ
る
ト
ン
キ
ン
か
ら
日
本
へ
の
輸
出
の
増
加
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は

（

剛

）

鄭
芝
竜
の
姿
が
あ
っ
た
。
永
積
昭
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
六
四
四
年
に
は
オ

ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
日
本
に
対
す
る
生
糸
の
輸
出
量
は
中
国
船
、
す
な
わ

ち
鄭
氏
の
派
遣
す
る
船
に
圧
倒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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明末清初におけるオランダ東インド会社の動向

年
に
一
度
し
か
朝
貢
（
貿
易
）
の
機
会
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
は
大
き
な

不
満
の
残
る
も
の
と
な
っ
た
。

一
六
五
五
年
の
使
節
団
に
主
眼
を
お
い
た
研
究
と
し
て
は
ま
ず
フ
ァ
ン
・
デ

ン
・
フ
ァ
ル
ク
氏
の
未
刊
の
研
究
が
あ
る
。
日
本
の
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
永

積
昭
氏
が
『
世
祖
章
皇
帝
実
録
」
と
『
輿
海
関
志
』
に
見
ら
れ
る
順
治
帝
の
勅
諭

と
、
オ
ラ
ン
ダ
側
の
訳
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
「
館
」
と
い
う
言
葉
が
互
い
の

記
録
で
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
を
見
、
清
朝
側
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
側

の
理
解
の
相
違
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
他
、
こ
の
使
節
派
遣
の
際
に
下
さ
れ
た

八
年
に
一
度
の
朝
貢
期
間
が
一
六
六
一
年
以
後
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の

（

別

）

対
清
交
渉
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
側
を
拘
束
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
他
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
と
の
関
わ
り
を
ま
と
め
た
研
究

で
も
一
六
五
五
年
の
使
節
は
少
な
か
ら
ず
登
場
し
て
お
り
、
ウ
ィ
ル
ズ
氏
と
ブ

リ
ュ
ッ
セ
イ
氏
は
オ
ラ
ン
ダ
側
が
毎
年
の
朝
貢
を
望
ん
で
い
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
順
治
帝
の
指
示
す
る
朝
具
の
頻
度
が
、
礼
部
の
提
示
す
る
五
年
に
一
度
よ

り
低
い
八
年
に
一
度
と
な
っ
た
原
因
と
し
て
、
当
時
清
朝
で
大
き
な
影
響
力
を

（

妬

）

持
っ
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
ー
ル
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
ウ
ィ
ル
ズ
氏
は
鄭
氏
集
団
の
邪
魔
に
よ
り
貿
易
利
益
が
下
が
っ
た
現

状
か
ら
、
中
国
の
港
に
オ
ラ
ン
ダ
の
船
を
自
由
に
来
航
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
、
台
湾
統
治
の
損
失
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
お

（
恥
）り
、
林
田
氏
も
一
六
五
五
年
の
使
節
は
対
清
貿
易
の
拡
大
を
第
一
使
命
と
し
な

が
ら
も
、
当
時
、
す
で
に
台
湾
付
近
で
大
き
な
権
力
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
鄭
氏

集
団
に
対
し
て
の
安
全
保
障
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
側
に
、
鄭

氏
集
団
の
動
き
を
牽
制
し
て
お
き
た
い
清
側
が
関
心
を
示
し
た
た
め
と
も
と
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
氏
は
ま
た
、
順
治
帝
の
勅
諭
の
中
で
、
鄭
成
功
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
も
述
べ
て
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
側
の
期
待
し
た
成
果
は
ゼ
ロ
に
等
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
一
六
五
五
年

の
使
節
の
評
価
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
側
が
自

由
な
貿
易
を
望
ん
だ
こ
と
に
対
し
、
順
治
帝
側
か
ら
は
八
年
に
一
度
の
朝
貢
を

命
じ
ら
れ
た
た
め
に
貿
易
的
に
み
る
と
失
敗
だ
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

更
に
は
鄭
氏
集
団
に
対
す
る
牽
制
と
い
う
面
で
も
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と

清
の
双
方
が
こ
の
使
節
に
よ
っ
て
協
調
体
制
を
と
る
よ
う
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
た
め
、
こ
ち
ら
で
も
失
敗
に
近
い
と
い
う
見
方
が
強
い
。

こ
の
時
代
以
後
、
特
に
一
六
六
二
年
の
台
湾
喪
失
後
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

（

”

）

会
社
と
清
と
の
貿
易
を
中
心
に
扱
っ
た
ウ
ィ
ル
ズ
氏
の
研
究
が
最
も
有
名
で
あ

（

鮒

）

る
。
こ
の
他
に
も
、
永
積
昭
氏
の
研
究
が
バ
ル
タ
サ
ル
・
ボ
ル
ト
の
交
渉
を
中

心
に
一
六
五
五
年
の
使
節
か
ら
一
六
六
四
年
の
ア
モ
イ
、
金
門
に
拠
点
を
置
く

鄭
氏
政
権
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
・
清
の
連
合
軍
に
よ
る
攻
撃
ま
で
の
お
よ
そ
一
○
年

間
を
扱
っ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
台
湾
を
奪
っ
た
後
の
鄭
氏
政
権
の
動
き
に

（

豹

）

つ
い
て
は
林
田
氏
の
研
究
に
詳
し
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
が
台
湾
を
喪
失
す
る
の
に
前
後
し
て
清
は
遷
界
令
を
発
し
た
。
こ
れ
は
、

海
岸
沿
い
の
住
民
た
ち
を
一
様
に
内
陸
部
に
強
制
移
住
さ
せ
、
鄭
氏
と
の
交
易

を
禁
じ
た
政
策
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
同
じ
く
中
国
沿
岸
に
い
た
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
に
も
打
撃
と
な
っ
て
い
た
。
永
積
昭
氏
に
よ
れ
ば
オ
ラ
ン
ダ
が
台

湾
喪
失
後
に
清
に
歩
み
寄
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
こ
の
遷
界
令
の
撤
回
が
あ

（

帥

）

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
遷
界
令
を
撤
回
し
た
後
は
多
く
の
中
国
人
た
ち

が
貿
易
を
求
め
バ
タ
ヴ
ィ
ア
ヘ
と
や
っ
て
き
た
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
危
険
を
冒
し

て
ま
で
中
国
に
向
か
う
必
要
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
状
況
を
鑑

み
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
ト
ッ
プ
と
言
え
る

一
七
人
会
は
一
六
八
九
年
に
中
国
人
と
の
貿
易
を
バ
タ
ヴ
ィ
ァ
に
や
っ
て
く
る

も
の
に
限
定
し
た
こ
と
で
一
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
と
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オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
同
時
代
史
料
と
し
て
最
も
有
名
な
も
の
は
『
（

（

別

）

タ
ヴ
ィ
ァ
城
日
誌
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
各
地
の
商
館
か
ら
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
送

ら
れ
た
報
告
を
纒
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
日
本
、
台
湾
部
分
だ
け
を
抜

粋
し
た
日
本
語
訳
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
当
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

の
動
き
を
調
べ
る
上
で
は
最
も
便
利
な
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
、
日
本
で
平
戸
、

出
島
に
存
在
し
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
商
館
長
が
主
な
出
来
事
な
ど
を
ま
と
め
た

『
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
」
の
台
湾
商
館
版
と
し
て
「
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
日

（
躯
）誌

」
が
存
在
す
る
。
こ
の
他
、
台
湾
の
喪
失
に
関
し
て
は
台
湾
最
後
の
商
館
長

と
な
っ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
コ
イ
エ
ッ
ト
の
残
し
た
「
閑
却
さ
れ
た
る
フ
ォ
ル

（

卵

）

モ
サ
」
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
コ
イ
エ
ッ
ト
は
、
台
湾
喪
失
は
自
分
の
責
任

で
は
な
く
、
鄭
氏
の
侵
攻
が
間
近
に
迫
る
中
、
中
途
半
端
な
援
助
し
か
与
え
な

か
っ
た
バ
タ
ヴ
ィ
ァ
の
権
力
者
た
ち
の
責
任
だ
と
述
べ
て
い
る
。

一
六
五
五
年
の
使
節
団
に
同
行
し
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
職
員
、
ョ

ハ
ン
・
ニ
ー
ウ
ホ
フ
が
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国
後
出
版
し
た
「
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

（

抑

）

会
社
派
遣
使
節
中
国
紀
行
』
は
、
当
時
文
章
ば
か
り
で
あ
っ
た
中
国
に
関
す
る

書
物
と
し
て
は
珍
し
く
、
版
画
を
利
用
し
た
絵
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
絵

（

お

）

が
の
ち
の
シ
ノ
ワ
ズ
リ
に
お
い
て
一
定
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
た

だ
、
挿
入
さ
れ
た
絵
に
つ
い
て
は
ニ
ー
ウ
ホ
フ
の
「
私
が
中
国
で
書
い
た
文
章

と
ス
ケ
ッ
チ
の
入
っ
た
日
記
、
あ
る
い
は
中
国
へ
の
使
節
団
の
旅
行
記
は
兄
の

（

鮒

）

監
修
の
元
で
出
版
さ
れ
る
た
め
、
兄
に
譲
っ
た
」
と
い
う
発
言
も
あ
っ
て
、
兄

の
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
の
描
き
加
え
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
真
偽
が
当
初
よ

四
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
〔
一
七
世
紀
中
葉
〕

の
関
わ
り
は
終
結
を
迎
え
た
。

り
疑
わ
れ
て
お
り
、
一
九
八
四
年
に
パ
リ
で
ニ
ー
ウ
ホ
フ
の
書
い
た
原
本
の
日

記
と
ス
ケ
ッ
チ
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
の
手
で
よ
り
幻
想
的

（

詐

）

に
見
せ
る
た
め
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
ニ
ー
ウ

ホ
フ
の
本
の
後
、
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
、
オ
ル
フ
ェ
ル
ト
・
ダ
ッ
ペ
ル
が
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
一
六
六
○
年
代
の
二
度
の
遣
清
使
節
団
に
関
す
る
話

（

鮒

）

の
編
集
を
依
頼
さ
れ
、
「
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
遣
清
使
節
紀
行
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
一
六
七
○
年
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ニ
ー
ウ
ホ
フ
の
先
の
本
に

も
ま
し
て
中
国
で
の
話
に
派
手
な
虚
構
を
加
え
、
版
画
に
も
派
手
で
幻
想
的
な

装
飾
を
く
わ
え
て
い
た
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
氏
は
こ
の
ダ
ッ
ペ
ル
の
装
飾
に
対

（

抑

）

し
、
読
者
の
側
が
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
た
め
加
え
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

中
国
側
の
史
料
に
は
あ
ま
り
オ
ラ
ン
ダ
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、

オ
ラ
ン
ダ
人
の
名
が
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
ま
ず
「
明
実
録
』
、
「
清
実
録
」

の
二
つ
が
存
在
す
る
。
特
に
「
情
実
録
』
の
う
ち
「
世
祖
章
皇
帝
実
録
』
に
一
六

五
五
年
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
使
節
団
の
派
遣
の
様
子
が
詳
し
く

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
『
輿
海
関
志
」
、
『
明
清
史
料
』
の
二
つ
に
も
一

六
五
五
年
の
使
節
団
の
様
子
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
、
中
国
の
両
国

と
関
係
が
あ
っ
た
日
本
と
し
て
も
中
国
の
王
朝
交
代
、
鄭
氏
の
動
き
に
は
注
目

し
て
お
り
一
六
四
四
年
か
ら
一
七
一
七
年
ま
で
の
七
三
年
間
、
日
本
に
来
航
し

た
唐
船
頭
よ
り
聞
き
取
っ
た
も
の
を
記
し
た
「
唐
人
風
説
書
」
を
幕
府
の
儒
学

者
、
林
春
斎
、
林
信
篤
が
ま
と
め
た
『
華
夷
変
態
」
で
も
こ
の
時
代
の
中
国
の

外
交
は
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

一
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
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明末清初におけるオランダ東インド会社の動向

注
（
１
）
恩
日
日
①
印
忠
四
異
国
ゞ
層
鴇
曽
ミ
ミ
心
量
吻
己
ミ
ミ
『
ｓ
ｏ
国
冒
置
‐
く
目

巨
呂
吊
烏
“
ら
駕
己
Ｐ
弓
言
ロ
ミ
号
昏
風
冒
登
ｓ
ｏ
・
ミ
冒
営
も
包
冒
鷺
。
雪

国
員
号
農
ミ
、
尋
昌
自
侭
憩
刷
９
ｓ
．

（
２
）
永
積
昭
『
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
」
（
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
一
年
）
。

（
３
）
科
野
孝
蔵
「
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
歴
史
」
（
同
文
舘
、
一
九
八
八

年

）

。

（
４
）
羽
田
正
『
興
亡
の
世
界
史
鴫
東
イ
ン
ド
会
社
と
ア
ジ
ア
の
海
』
（
講
談

社

、

二

○

○

七

年

）

。

（
５
）
島
田
竜
登
「
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
ア
ジ
ア
間
貿
易
」
『
歴
史
評
論
』

（
六
四
四
号
、
二
○
○
三
年
）
及
び
同
「
近
世
ア
ジ
ア
の
交
易
世
界
」
「
歴
史

と
地
理
貢
六
三
四
号
、
二
○
一
○
年
）
。

の
の
多
く
は
そ
の
貿
易
面
を
重
要
視
し
て
お
り
、
貿
易
面
に
お
い
て
新
し
い
発

見
を
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
海
に
お
け
る

オ
ラ
ン
ダ
の
外
交
や
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
台
湾
統
治
と
い
う
点
で
も
す

で
に
一
定
の
研
究
成
果
は
出
て
い
る
。
一
六
五
五
年
の
使
節
団
の
評
価
が
貿
易

面
と
外
交
面
の
二
点
に
よ
っ
て
失
敗
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
つ

の
例
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
面
、
例
え
ば
文
化
面
に
お
け
る
評

価
と
い
う
も
の
は
特
に
日
本
に
お
い
て
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
て
い
る
。
一
七
世

紀
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
で
花
開
い
た
シ
ノ
ワ
ズ
リ
に
お
い
て
、
ニ
ー
ウ
ホ
フ
や

ケ
ッ
ペ
ル
ら
の
書
い
た
中
国
に
関
す
る
旅
行
記
は
こ
れ
ら
の
使
節
団
に
同
行
し

た
り
、
同
行
し
た
も
の
の
話
を
ま
と
め
た
も
の
が
基
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
様

に
、
貿
易
や
外
交
だ
け
で
な
く
文
学
、
絵
画
的
な
側
面
か
ら
も
オ
ラ
ン
ダ
と
中

国
の
関
係
を
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

（
６
）
永
積
昭
、
前
掲
書
。

（
７
）
矢
野
仁
一
『
近
世
支
那
外
交
史
』
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
○
年
）
。

（
８
）
坂
野
正
高
「
近
代
中
国
政
治
外
交
史
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三

年

）

。

（
９
）
上
田
信
「
中
国
の
歴
史
９
海
と
帝
国
」
（
講
談
社
、
二
○
○
五
年
）
。

（
皿
）
岸
本
美
緒
「
世
界
の
歴
史
吃
明
清
と
李
朝
の
時
代
」
（
中
央
公
論
社
、

一
九
九
八
年
）
。
こ
の
他
に
も
氏
の
本
と
し
て
は
地
域
社
会
論
的
な
方
法

で
一
七
世
紀
の
江
南
地
域
に
着
目
し
た
『
明
清
交
代
と
江
南
社
会
」
（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
江
南
地
方
を
元
と
し

て
当
時
の
中
国
の
地
方
社
会
生
活
を
書
い
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
矢
沢
利
彦
編
訳
『
イ
エ

ズ
ス
会
士
書
簡
集
』
（
平
凡
社
、
一
九
七
○
年
）
が
あ
る
他
、
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
の
最
盛
期
と
は
ず
れ
る
が
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
著
／
川
名
公

平
訳
／
矢
沢
利
彦
注
「
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）

も
存
在
す
る
。
更
に
宣
教
師
の
書
簡
か
ら
皇
帝
や
そ
の
家
族
、
宮
廷
生
活

に
関
す
る
も
の
を
抜
粋
し
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
矢
沢
利
彦
「
西
洋
人
の

見
た
中
国
皇
帝
貴
東
方
書
店
、
一
九
九
二
年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
胆
）
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
／
深
見
純
生
他
訳
「
竜
と
み
つ
ば
ち
ｌ

中
国
海
域
の
オ
ラ
ン
ダ
人
四
○
○
年
史
」
（
晃
洋
書
房
、
二
○
○
八
年
）
・

（
過
）
］
ｏ
自
国
．
言
房
、
態
暮
農
の
ミ
の
ｓ
ミ
野
言
冨
の
里
、
ロ
ミ
ミ
国
員
冒
島
国

９
ミ
旨
ミ
ミ
ミ
里
営
Ｐ
尽
隠
‐
愚
閏
》
出
目
く
画
己
ご
昌
蔚
国
ご
勺
扁
閉
ゞ

ら
型
己
Ｐ
ｂ
国
「
ｓ
ｏ
ミ
ミ
皇
営
厨
冒
冒
爵
ミ
ミ
』
ｇ
爵
員
§
画
ミ
ミ
胃

ミ
ミ
昌
昌
、
冒
勗
号
亀
震
晨
己
昌
①
ｇ
①
〆
ご
認
前
者
は
台
湾
喪
失
後
の

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
交
易
を
中
心
に
書
か
れ
た
論
文
で
あ
り
、
本

稿
で
も
紹
介
し
て
い
る
。
後
者
は
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
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オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
た
ち
の
関
係
を
歴
史
に
そ
っ
て
述
べ

た
論
文
で
あ
る
。

（
ｕ
）
永
積
洋
子
「
近
代
初
期
の
外
交
』
（
創
文
社
、
一
九
九
○
年
）
及
び
同
「
十

七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
」
（
浜
下
武
志
、
川
藤
平
太
編
『
ア
ジ
ア
交
易

圏
と
日
本
工
業
化
圃
ｇ
‐
ら
ｇ
」
藤
原
書
店
、
二
○
○
一
年
よ
り
）
。

（
喝
）
林
田
芳
雄
「
蘭
領
台
湾
史
ｌ
オ
ラ
ン
ダ
治
下
銘
年
の
実
情
』
（
汲
古
書
院
、

二

○

一

○

年

）

。

（
恥
）
原
題
庚
ぐ
○
○
シ
月
冨
ｇ
ｇ
ご
ゞ
【
ｏ
さ
己
堅
①
シ
月
巨
２
９
葛
と
も
呼
ば
れ
て

い

た

。

（
町
）
江
日
昇
に
よ
り
一
六
二
一
年
か
ら
一
六
三
三
年
ま
で
の
六
二
年
間
の
記

録
を
纒
め
た
も
の
。
全
一
○
巻
。

（
肥
）
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
、
前
掲
書
。

（
岨
）
永
積
洋
子
、
前
掲
書
。

（
卯
）
同
上
書
。

（
劃
）
永
積
昭
「
鄭
氏
攻
略
を
め
ぐ
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
対
清
交
渉
」

「
東
洋
学
報
」
（
四
四
号
、
一
九
六
三
年
）
。

（
躯
）
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
、
前
掲
書
。

（
翌
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
、
前
掲
書
。
『
世
祖
章
皇
帝
実
録
』
に
の
っ
て
い
る
順
治

帝
の
勅
諭
の
一
部
抜
粋
。

（
型
）
永
積
昭
、
前
掲
論
文
。

（
妬
）
ブ
リ
ュ
ッ
セ
イ
、
前
掲
書
、
員
房
．
号
．
ミ
．

（
恥
）
尋
量
．

（
”
）
同
前
。

（
魂
）
永
積
昭
、
前
掲
論
文
。

（
羽
）
林
田
芳
雄
「
鄭
氏
台
湾
史
ｌ
鄭
成
功
三
代
の
王
興
亡
実
紀
』
（
汲
古
書
院
、

二

○

○

三

年

）

。

（
鋤
）
永
積
昭
、
前
掲
書
。

（
皿
）
原
題
ゞ
ロ
画
瞥
１
両
①
唱
の
討
局
鴨
冒
且
①
旨
］
貝
ｇ
の
扇
①
一
国
四
国
く
函
く
画
貝

己
四
閉
①
局
①
二
・
①
ロ
四
①
吊
扁
禺
己
毎
①
の
蔚
里
の
○
ぐ
①
鄙
、
①
ロ
①
巴
ｚ
の
Ｑ
①
匡
餌
巨
葺
甲

冒
日
興
》
こ
の
う
ち
日
本
、
台
湾
に
関
す
る
部
分
を
抜
粋
し
て
ま
と
め
た
も

の
が
村
上
直
次
郎
訳
「
抄
訳
バ
タ
ヴ
ィ
ア
城
日
誌
」
と
し
て
一
九
三
七
年

に
出
版
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
更
に
未
訳
の
下
巻
部
を
再
度
加
え
た
中
村
孝
志

校
注
「
バ
タ
ヴ
ィ
ァ
城
日
誌
」
が
一
九
七
○
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
か
け

て
平
凡
社
よ
り
全
三
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

（
犯
）
原
題
一
己
①
ロ
眉
胃
①
四
里
①
綴
く
自
国
ｇ
【
闇
討
①
一
房
の
置
且
園
．
弓
巴
君
目
ゞ

屋
圏
‐
屋
ｓ
ゞ
台
湾
で
は
二
○
○
○
年
よ
り
中
国
語
訳
が
全
四
巻
の
予
定
で

刊
行
さ
れ
て
お
り
、
現
在
第
三
巻
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
江
樹
生
訳
「
熱

蘭

遮

城

日

誌

」

）

。

（
認
）
原
題
《
索
く
閏
言
四
⑦
１
８
の
号
甸
日
日
○
の
鼬
、
○
国
蚕
①
国
の
胃
信
く
日
富
里
ゞ

毎
○
①
Ｑ
四
画
侭
匿
Ｑ
Ｃ
ｏ
Ｈ
ぐ
①
禺
雰
国
①
ユ
○
○
切
言
、
①
ロ
①
尉
三
①
Ｑ
①
門
置
ご
ｇ
の
厨
冒
○
○
解
‐

胃
画
昌
①
二
宮
里
①
豈
四
冒
庁
句
○
局
日
○
の
砂
ぐ
四
画
。
①
口
○
巨
冒
①
⑫
①
ロ
三
角
“
ロ
・
○
画
一
Ｐ

①
口
Ｑ
⑦
国
①
①
局
○
○
ぐ
①
Ｈ
Ｏ
Ｃ
問
目
邑
一
騨
○
ぐ
①
吋
局
○
ロ
胃
己
①
再
電
ぐ
①
崗
目
］
①
①
の
計
①
吋
計
管
①
口
・
の

○
口
§
①
目
瞥
亘
の
鴨
言
ｏ
ａ
ｇ
》
》
日
本
で
は
生
田
滋
「
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
と
東
南
ア
ジ
こ
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
の
中
に
そ
の
訳
文
が

収

め

ら

れ

て

い

る

。

（
制
）
原
題
《
国
里
？
目
且
厨
８
９
号
【
ｚ
＄
１
画
且
厨
呂
の
○
○
の
邑
且
尉
呂
①

○
○
ヨ
ロ
四
ｍ
目
①
、
四
四
口
口
①
ロ
頤
禺
○
○
房
昌
目
幽
再
酌
周
房
。
ｐ
①
口
の
ロ
騨
日
〕
Ｑ
①
ロ

庁
①
ｍ
の
邑
急
○
○
吋
・
』
ぬ
①
口
【
①
旨
①
局
ぐ
ぃ
邑
○
彦
員
口
望
皇
ご
画
四
国
ロ
。
①

頤
①
。
①
ロ
言
ご
画
①
局
Ｓ
ｍ
里
①
の
①
の
局
三
①
Ｑ
①
己
の
め
①
Ｐ
Ｓ
の
○
口
●
①
Ｈ
ｐ
２
Ｈ
①
厨
の
ロ
Ｑ
ｏ
Ｏ
Ｈ

Ｑ
①
的
ヨ
①
の
胃
ロ
①
毎
口
日
関
ロ
四
℃
ロ
①
Ｐ
Ｃ
巨
四
巨
言
口
頤
【
冨
巨
、
里
．
三
四
国
画
ロ
頤
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