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【
序
】

　
オ
ラ
ン
ダ
語
中
級
ゼ
ミ
の
成
果
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
メ
イ

リ
ン
ク
・
ル
ー
ロ
フ
ス
編
に
よ
る
論
集D

E
 VO

C
 IN

 AZIË
, 

Bussum
, U

nieboek, 1976

よ
り
、
ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.

に
よ
る
論
文
の
翻
訳
を
掲
載
す
る
。

　
著
者
ウ
ィ
ル
ス
jr.
は
中
国
と
東
イ
ン
ド
会
社
の
関
係
に
つ
い
て

研
究
し
て
い
る
米
国
人
で
あ
り
、
主
著
と
し
てPepper, G

uns 
and Parleys; the D

utch E
ast India C

om
pany and C

hina, 
1662-1681

が
あ
る
。
本
論
は
、
一
六
〇
三
年
に
東
イ
ン
ド
会
社

が
設
立
さ
れ
る
以
前
か
ら
一
七
九
四
年
の
同
会
社
に
よ
る
中
国
へ
の

最
後
の
使
節
団
の
派
遣
ま
で
を
簡
潔
に
描
い
て
い
る
。
多
岐
に
わ
た

る
史
料
を
用
い
、
か
つ
オ
ラ
ン
ダ
や
米
国
で
の
研
究
の
成
果
を
着
実

に
踏
ま
え
て
お
り
、
中
国
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
の
位
置

づ
け
を
知
る
上
で
も
重
要
な
研
究
で
あ
る
。

　
現
在
の
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
時
期
の
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
日
・

中
・
蘭
・
西
・
葡
間
の
関
係
の
研
究
は
充
実
し
て
き
た
が
、
本
論
が

書
か
れ
た
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
研
究
は
始
め
ら

れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
本
論
は
そ
の
段
階
に
お
け
る
同
分
野
の
オ

ラ
ン
ダ
に
お
け
る
研
究
を
代
表
す
る
論
文
と
し
て
、
永
積
洋
子
『
近

世
初
期
の
外
交
』（
創
文
社
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
も
高
く
評

価
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
論
集
全
体
に
つ
い
て
の
解
題
、
オ
ラ
ン
ダ
語
中
級
ゼ
ミ
に

て
本
論
を
翻
訳
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
論
文
翻
訳
の
後
に
掲
載
し

た
。
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

【
凡
例
】

一
、
訳
文
は
原
文
に
忠
実
で
あ
る
よ
う
に
努
め
、
逐
語
訳
に
近
い
文

体
と
し
た
。

一
、
翻
訳
に
あ
た
り
、
原
文
中
に
（
　
）
お
よ
び
引
用
符
を
以
て
示

し
て
あ
る
部
分
は
、
訳
文
中
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
（
　
）
お
よ

び
「
　
」
を
付
し
て
記
し
た
。
ま
た
、
訳
者
が
補
足
し
た
字
句

に
は
〔
　
〕
を
付
し
た
。

一
、
訳
文
中
の
人
名
や
役
職
名
、
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
は
漢
字
や

カ
タ
カ
ナ
を
以
て
示
し
、
人
名
は
全
員
、
役
職
名
や
地
名
は
訳

論
文
翻
訳

ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著

一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・

バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人

荒
野
泰
典
研
究
室
　
　
　
　
　

オ
ラ
ン
ダ
語
中
級
ゼ
ミ
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ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

者
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
〈
　
〉
を
以
て
原
綴
を

付
け
た
。

一
、
原
文
中
の
注
は
訳
文
中
で
は
算
用
数
字
を
用
い
て
示
し
て
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
注
記
を
必
要
と
す
る
場
合
は
訳
注
と
し
て
ま
と

め
て
本
論
文
翻
訳
の
後
に
付
し
、
訳
文
中
の
該
当
箇
所
に
ロ
ー

マ
数
字
を
以
て
記
し
た
。

一
、
原
文
中
の
注
・
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
訳
文
中
で
は
原
綴

の
ま
ま
記
し
、
そ
の
後
に
日
本
語
翻
訳
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

文
献
あ
る
い
は
中
国
史
・
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
者
の
間
で
日
本

語
訳
が
定
着
し
て
い
る
文
献
に
は
、〔『
　
』〕
お
よ
び
〔「
　
」〕

に
て
示
し
、
日
本
語
翻
訳
の
な
い
も
の
に
は
、〔
　
〕
に
て
仮

訳
を
付
し
た
。

【
目
次
】

最
初
の
時
期

澎
湖
諸
島 

台
湾

期
待
と
誤
解
、
一
六
六
二
～
一
六
九
〇
年

バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
中
国
人

カ
ン
ト
ン
シ
ス
テ
ム
の
中
の
オ
ラ
ン
ダ
人

最
後
の
使
節
団

注参
考
文
献

訳
注

付
図

　
付
図
１
「
中
国
地
図
（
福
州
・
北
京
間
の
使
節
団
ル
ー
ト
）」

　
付
図
２
「
東
イ
ン
ド
会
社
関
係
地
図
」

解
題

翻
訳
の
経
緯

【
翻
訳
】

最
初
の
時
期

　
も
し
、
私
た
ち
が
も
っ
ぱ
ら
彼
ら
の
基
本
的
な
価
値
や
観
念
に
注

目
す
る
な
ら
ば
、
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
人
と
オ
ラ
ン

ダ
人
は
、
世
界
で
最
も
あ
り
そ
う
に
な
い
友
人
た
ち
で
あ
る
に
違
い

な
い
。
一
方
の
民
族
は
貿
易
を
営
む
こ
と
が
寄
生
的
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
る
公
式
見
解
に
固
執
し
、
も
う
一
方
の
民
族
は
そ
れ
で
生
活

し
、
自
ら
誇
り
に
思
っ
て
い
た
。
一
方
の
国
は
巨
大
な
官
僚
制
を
通

し
て
天
子
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
も
う
一
方
の
国
は
彼
ら
の
支
配
者

に
対
す
る
反
乱
を
成
功
さ
せ
て
成
立
し
、
世
襲
の
総
督
に
限
ら
れ
た

権
力
の
み
を
認
め
た
。
後
期
儒
教
の
複
雑
で
世
俗
的
な
道
徳
主
義
に
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対
し
、
や
む
こ
と
の
な
い
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
的
な
贖
罪
に
対
す
る
熱
狂

が
あ
る
。
豪
華
で
多
様
性
に
富
む
中
国
の
寺
院
に
対
し
て
、
偶
像
の

な
い
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
の
質
素
な
空
間
が
あ
る
。

　
こ
こ
で
い
く
ら
か
の
留
保
と
い
く
ら
か
の
よ
り
詳
し
い
説
明
を
し

て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
中
国
の
公
式
見
解
は
、
中
国
の
住
民
の

幅
広
い
階
層
で
高
度
に
発
達
し
た
商
魂
を
抑
圧
し
た
り
、
隠
し
た
り

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
か
か
わ
っ
た
中
国
人

の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
者
の
み
が
発
達
し
た
儒
教
の
知
識
人
で
あ
り
、

関
係
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
多
く
は
せ
い
ぜ
い
無
関
心
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン

主
義
者
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
私
た
ち
は
こ
の
種
の
関
係
を
理
解
す
る

た
め
に
、
価
値
や
立
場
よ
り
も
社
会
構
造
、
貿
易
実
務
、
個
人
的
な

互
い
の
関
係
な
ど
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て

の
要
素
は
中
国
人
と
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
間
で
起
こ
っ
た
争
い
の
原
因

と
な
っ
た
が
、
他
方
で
は
、
貿
易
、
協
力
、
友
情
と
わ
ず
か
な
相
互

理
解
さ
え
も
可
能
に
し
た
（
１
）

。

　
我
が
国
で
海
域
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
語
っ
た
最
初
の
オ
ラ
ン
ダ
人
は

中
国
に
行
っ
た
経
験
が
あ
り
、
そ
の
国
が
世
界
の
そ
の
部
分
で
は

き
わ
め
て
重
要
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
デ
ィ
ル
ク
・

ヘ
リ
ッ
ツ
〔
ゾ
ー
ン
〕・
ポ
ン
プ
〈D

irck G
erritsz. Pom

p

〉、
別

名
「
デ
ィ
ル
ク
・
シ
ナ
」〈D

irck China

〉 

に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、

「
黄
金
、
宝
石
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
絹
が
豊
富
で
、
考
え
ら
れ
る
限

り
地
上
で
最
も
富
ん
だ
国
」
で
あ
っ
た
。
中
国
人
は
、「
す
べ
て
の

も
の
を
き
わ
め
て
繊
細
に
、
そ
し
て
正
確
に
作
る
こ
と
の
で
き
る
賢

い
人
々
」
で
あ
っ
た
（
２
）
。
中
国
に
一
度
も
行
っ
た
こ
と
の
な
い
ヤ
ン
・

ヒ
ュ
イ
ヘ
ン
・
フ
ァ
ン
・
リ
ン
ス
ホ
ー
テ
ン
〈Jan H

uygen van 
Linschoten

〉
は
、
そ
れ
に
、
よ
り
細
々
し
た
説
明
を
付
け
加
え
た
。

「
そ
の
国
は
多
く
の
美
し
い
大
学
、
学
舎
、
す
な
わ
ち
学
校
（
ｉ
）
を
有
し

て
い
た
。
中
国
で
は
、
何
人
も
出
身
も
し
く
は
出
自
、
富
で
は
な
く
、

学
歴
お
よ
び
学
識
に
よ
っ
て
の
み
尊
敬
し
、
敬
わ
れ
る
（
３
）

。」

　
中
国
の
手
工
業
者
、
商
人
は
バ
ン
テ
ン
〈B

antam

〉
や
そ
の
他

の
多
く
の
南
東
ア
ジ
ア
の
港
（
ⅱ
）
の
繁
栄
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
。
ス

ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
に
と
っ
て
、
ア
ジ
ア
で
は
中
国
と
の
貿

易
は
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
一
五
九
九
年
の
旅
行
計
画
に
す
で
に

中
国
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
驚
く
に
値
し
な
い
。
中
国

へ
の
最
初
の
旅
は
、
東
イ
ン
ド
会
社
（
ⅲ
）
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
旧
会
社

〈O
ude Com

panie

〉
の
た
め
に
ヤ
コ
ブ
・
フ
ァ
ン
・
ネ
ッ
ク
〈Jacob 

van N
eck

〉
が
一
六
〇
一
年
に
行
っ
た
（
４
）

。

　
し
か
し
、
そ
の
旅
の
始
ま
り
は
偶
然
的
で
し
か
も
悲
劇
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ン
・
ネ
ッ
ク
が
強
風
の
た
め
、
パ
タ
ニ
〈Patani

〉

へ
行
く
旅
の
途
中
で
北
方
に
流
さ
れ
た
時
、
彼
の
二
隻
の
船
は
、
驚

い
た
こ
と
に
、
マ
カ
オ
〈M

acao

〉
の
「
す
べ
て
ス
ペ
イ
ン
風
に

作
ら
れ
た
」
大
都
市
の
眺
望
の
中
に
い
た
の
で
あ
る
。
何
人
か
が
陸

に
派
遣
さ
れ
た
。
彼
ら
が
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
、
フ
ァ
ン
・
ネ
ッ
ク

は
船
を
岸
壁
の
下
に
も
っ
と
近
付
け
る
た
め
、
水
路
の
深
さ
を
測
る
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小
艇
を
送
っ
た
。
し
か
し
、
小
艇
は
五
隻
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ジ
ャ
ン

ク
船
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
秋
の
嵐

の
中
、
危
険
な
未
知
の
海
に
漕
ぎ
出
し
た
。
手
紙
を
マ
カ
オ
に
運
ん

で
く
れ
そ
う
な
中
国
の
ジ
ャ
ン
ク
船
さ
え
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
捕
ら
わ
れ
た
者
た
ち
を
解
放
す
る
た
め
に
他
に
何
の
手
段
も
考

え
つ
か
な
か
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
進
路
を
パ
タ
ニ
に
向
け
た
。

　
後
に
残
さ
れ
た
二
〇
名
の
捕
虜
の
う
ち
一
七
名
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
。
三
名
は
マ
ラ
ッ
カ
〈M

alakka

〉
に
送

ら
れ
、
結
局
、
そ
の
中
の
一
名
が
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
着
す
る
こ
と
が
で

き
、
自
分
の
経
験
を
公
表
し
た
。
一
六
〇
三
年
に
、
新
し
い
東
イ

ン
ド
会
社
（
連
合
東
イ
ン
ド
会
社
）
の
最
初
の
船
団
の
う
ち
の
二

隻
が
マ
カ
オ
付
近
で
巨
大
な
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
拿
捕
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
の
復
讐
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
船
の
積
み
荷
は
、

一
四
〇
万
グ
ル
デ
ン
以
上
の
価
値
が
あ
っ
た
。

　
一
五
九
五
年
か
ら
一
六
〇
五
年
ま
で
、
南
東
シ
ナ
〈Zuidoost-

China

〉
の
商
業
都
市
に
は
、
皇
帝
の
宮
廷
の
代
理
人
と
し
て
、
税

収
と
自
分
た
ち
の
新
し
い
揺
す
り
の
源
を
求
め
る
宦
官
が
し
ば
し
ば

訪
れ
た
。
外
国
貿
易
は
そ
の
よ
う
な
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き

た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
宦
官
は
、
中
国
の
外
国
貿
易
の
官
僚
的
組
織
の

中
に
確
固
と
し
た
地
位
を
有
し
て
い
な
い
オ
ラ
ン
ダ
人
の
よ
う
な

外
国
人
と
の
貿
易
に
つ
い
て
、
一
般
の
役
人
以
上
に
特
別
な
規
則

を
適
用
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
あ
る
中
国
の
史
料
は
、
さ
る
宦
官
が

一
六
〇
一
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
捕
虜
を
尋
問
し
た
こ
と
に
言
及
し
て

い
る
。
し
か
し
、
宦
官
と
の
交
渉
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
仕
事
で

あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
賄
賂
が
無
駄
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
宦
官

は
し
ば
し
ば
自
分
の
属
す
る
行
政
組
織
、
商
人
、
そ
し
て
一
般
の

人
々
か
ら
の
激
し
い
抵
抗
に
遭
っ
た
た
め
で
あ
る
。
当
然
、
こ
れ
ら

す
べ
て
の
こ
と
を
ヴ
ェ
イ
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
ヴ
ェ

イ
ク
〈W

ijbrand van W
aerw

ijck

〉
は
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
が

一
六
〇
四
年
に
パ
タ
ニ
で
、
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
の
間
の
貿
易
関
係
を

構
築
す
る
た
め
の
最
初
の
真
剣
な
試
み
に
つ
い
て
計
画
を
立
て
て
い

た
時
に
は
。

　
パ
タ
ニ
で
は
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
ヴ
ェ
イ
ク
が
三
名
の
中
国
人
を

雇
っ
た
。
彼
ら
は
ヴ
ァ
ー
ル
ヴ
ェ
イ
ク
に
対
し
、
も
し
、
オ
ラ
ン
ダ

人
が
役
人
た
ち
に
対
す
る
贈
り
物
と
し
て
十
分
な
資
金
を
準
備
す
る

な
ら
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
中
国
で
貿
易
を
行
う
許
可
が
出
る
だ
ろ
う

と
保
証
し
た
。
彼
ら
は
、
福
建
省
〈de provincie F

ukien

〉
の
海

関
の
役
人
で
あ
っ
た
宦
官
の
高
寀
〈K

ao Ts’ai 

カ
オ
・
ツ
ァ
イ
〉

の
こ
と
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
八
月
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
福
建

の
海
岸
と
台
湾
〈T

aiw
an

〉
の
間
に
あ
る
群
島
で
あ
る
澎
湖
諸
島
（
ⅳ
）

〈de Pescadores

〉
に
到
達
し
た
。
多
く
の
使
者
が
往
来
し
た
後
、

一
〇
月
に
宦
官
の
信
頼
す
る
使
者
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
し
、
宦
官
の

も
と
に
オ
ラ
ン
ダ
人
の
使
者
が
派
遣
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
貿

易
を
行
う
た
め
の
許
可
を
得
る
に
は
少
な
く
と
も
四
万
か
ら
五
万
レ
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ア
ル
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
を
通
告
し
た
。
こ
れ
ら
の
法
外
な
要
求

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
使
者
を
派
遣
で
き
る
と
い
う
希

望
を
抱
い
た
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
そ
う
す
る
前
に
一
人
の
中

国
人
将
官
が
五
〇
隻
の
戦
闘
用
ジ
ャ
ン
ク
船
か
ら
な
る
艦
隊
を
率
い

て
来
航
し
、
中
国
の
領
土
に
属
し
て
い
る
澎
湖
諸
島
か
ら
退
去
し
、

中
国
に
属
し
て
い
な
い
台
湾
へ
行
く
よ
う
要
求
し
た
。
彼
が
言
う
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
中
国
商
人
は
貿
易
を
行
う
た
め
確
実
に
台
湾
へ
行

く
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
同
地
に
適
当
な
港

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
、
将
官
か
ら
は
出
航
を
命
じ

ら
れ
、
そ
し
て
、
あ
る
商
人
か
ら
は
、
商
人
た
ち
が
パ
タ
ニ
へ
貿
易

に
行
く
と
約
束
す
る
の
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
パ
タ
ニ
へ
引
き
返
す
よ

う
に
と
強
要
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
パ
タ
ニ
か
ら
連
れ
て
き
た

中
国
人
の
仲
介
者
の
う
ち
の
何
人
か
を
中
国
の
監
獄
に
残
し
た
。
少

な
く
と
も
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
澎
湖
諸
島
を
占

領
す
る
こ
と
を
支
援
し
た
か
ど
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ

人
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
影
響
力
と
資
金
力
が
自
ら
の
失
敗
に
関
係

し
て
い
た
と
聞
い
た
。そ
れ
は
本
当
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
貿
易
を
許
可
す
る
と
い
う
先
例
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

だ
け
で
も
、
中
国
の
官
僚
た
ち
が
警
戒
す
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。

オ
ラ
ン
ダ
人
が
か
つ
て
許
可
な
く
中
国
の
領
土
に
上
陸
し
、
宦
官
や

海
外
在
住
の
中
国
人
ら
と
画
策
し
た
時
、
彼
ら
の
チ
ャ
ン
ス
は
失
わ

れ
た
。
中
国
人
は
、
台
湾
に
オ
ラ
ン
ダ
の
港
を
置
く
と
い
う
常
識
的

な
解
決
策
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
二
〇
年
間
の
欲

求
不
満
と
衝
突
の
後
に
よ
う
や
く
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　
一
六
〇
七
年
、
コ
ル
ネ
リ
ス
・
マ
ー
テ
リ
ー
フ
〈Cornelis 

M
atelieff

〉
指
揮
下
の
三
隻
の
船
が
、
再
び
広
州
（
ⅴ
）
〈K

anton

〉
周

辺
地
域
で
貿
易
を
行
う
許
可
を
得
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は

長
い
遅
滞
や
困
難
と
闘
う
こ
と
と
な
っ
た
。
六
隻
の
ポ
ル
ト
ガ
ル

船
が
脅
迫
的
な
態
度
を
取
り
始
め
る
と
、
彼
ら
は
退
却
し
た
。
東

イ
ン
ド
会
社
は
そ
れ
に
続
く
一
五
年
を
主
と
し
て
香
料
諸
島
〈de 

Specerij-Eilanden

〉
と
ジ
ャ
ワ
〈Java

〉
に
お
け
る
彼
ら
の
立

場
の
強
化
に
あ
て
た
。
南
東
ア
ジ
ア
の
港
に
お
い
て
、
中
国
の
品
物

を
手
に
入
れ
る
た
め
の
努
力
は
多
く
の
成
果
を
生
ま
な
か
っ
た
。
一

つ
に
は
、
こ
れ
ら
の
商
品
を
供
給
し
た
中
国
商
人
た
ち
が
、
胡
椒
や

他
の
熱
帯
の
産
物
の
供
給
を
め
ぐ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
激
し
い
競

争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、

中
国
商
人
た
ち
が
、
彼
ら
の
商
品
の
た
め
の
よ
り
豊
か
な
取
引
市
場

を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
国
に
よ
り
近
い
、
ス
ペ
イ

ン
の
港
マ
ニ
ラ
で
あ
っ
た
。

澎
湖
諸
島 

　
一
六
一
九
年
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
〈Batavia

〉
が
建
設
さ
れ
、
香
料

諸
島
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
支
配
が
確
立
し
た
後
、
ヤ
ン
・
ピ
ー
テ
ル
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ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

ス
〔
ゾ
ー
ン
〕・
ク
ー
ン
〈Jan Pietersz. Coen

〉
は
、
彼
の
途

方
も
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
意
志
の
力
を
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
オ

ラ
ン
ダ
勢
力
の
拡
大
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
マ
カ
オ
と
マ
ニ
ラ

を
、
ま
た
こ
れ
ら
の
地
に
お
け
る
中
国
貿
易
を
攻
撃
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
極
東
に
お
け
る
敵
の
力
は
徐
々
に
弱
ま
っ
て
い
き
、
中
国

貿
易
を
部
分
的
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。
一
六
一
九
年
か
ら
一
六
二
一
年
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
マ
ニ

ラ
封
鎖
で
、
数
隻
の
中
国
ジ
ャ
ン
ク
船
が
捕
獲
さ
れ
た
。
ま
た
、
お

そ
ら
く
脅
し
が
き
い
た
船
も
何
隻
か
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
多
く
の

船
は
封
鎖
を
通
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
長
び
く
作
戦
よ
り

オ
ラ
ン
ダ
が
は
る
か
に
好
ん
だ
の
は
一
度
の
向
こ
う
見
ず
な
攻
撃
で

あ
っ
た
。
も
し
、こ
の
攻
撃
が
成
功
し
た
な
ら
、極
東
に
お
け
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
軍
事
的
、
商
業
的
勢
力
の
均
衡
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
一
六
二
二
年
六
月
二
四
日
、
約
八
〇
〇
名
か
ら
な
る
オ
ラ

ン
ダ
軍
の
兵
団
が
一
三
隻
の
船
か
ら
マ
カ
オ
付
近
の
海
岸
に
上
陸
し

た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
の
進
軍
は
、
偶
然
命
中
し
た
弾
が
火
薬
樽
の
一
つ

を
爆
破
し
た
後
で
さ
え
も
、
順
調
で
あ
っ
た
。
疲
れ
が
出
始
め
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
の
集
中
砲
火
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
。
彼
ら

が
船
に
退
却
し
よ
う
と
し
た
時
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
大
勢
の
酔
っ
ぱ

ら
っ
た
黒
人
奴
隷
た
ち
が
「
サ
ン
チ
ア
ゴ
！
」
と
叫
び
な
が
ら
、
彼

ら
を
追
い
か
け
た
。
そ
し
て
、
最
初
は
秩
序
正
し
く
行
わ
れ
て
い
た

オ
ラ
ン
ダ
人
の
退
却
は
、
秩
序
の
な
い
た
だ
の
逃
亡
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
水
夫
た
ち
は
、
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
た
群
衆
の

せ
い
で
転
覆
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
か
ら
、
深
い
海
に

ボ
ー
ト
を
漕
ぎ
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
者
が
溺
死
し
た
。
オ

ラ
ン
ダ
人
は
少
な
く
と
も
一
三
六
名
を
失
い
、
約
一
三
〇
名
が
負
傷

し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
中
国
人
に
彼
ら
の
軍
事
力
の
忘
れ
が
た
い

実
例
を
見
せ
つ
け
た
が
、
他
方
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
そ
の
地
域
に
お
け

る
彼
ら
の
攻
撃
的
な
志
向
を
明
白
に
示
し
た
の
で
あ
る
（
５
）
。

　
オ
ラ
ン
ダ
の
艦
隊
は
、マ
カ
オ
で
何
が
起
こ
ろ
う
と
航
行
を
続
け
、

澎
湖
諸
島
な
い
し
台
湾
に
強
固
な
拠
点
を
設
立
し
、
そ
こ
か
ら
マ
ニ

ラ
に
お
け
る
中
国
貿
易
を
妨
害
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
を
受
け
て
い

た
。
中
国
当
局
と
の
交
渉
は
、
な
る
べ
く
早
く
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
澎
湖
諸
島
な
い
し
台
湾

で
貿
易
を
行
う
こ
と
が
中
国
人
に
許
可
さ
れ
る
よ
う
要
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
中
国
当
局
が
中
国
の
商
人
に

対
し
て
東
イ
ン
ド
会
社
の
許
可
証
な
し
で
航
海
す
る
こ
と
を
禁
ず
る

こ
と
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
許
可
証
は
、

も
っ
ぱ
ら
バ
タ
ヴ
ィ
ア
へ
の
航
海
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
。
初
期
に

は
シ
ャ
ム
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
の
航
海
の
た
め
に
も
発
行
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
う
る
。
も
し
、
中
国
当
局
が
拒
ん
だ
り
決
定
を
延
期
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
中
国
の
船
舶
は
攻
撃
さ
れ
、
中
国
沿
岸
部
は
可
能

な
限
り
封
鎖
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
拿
捕
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ク
船
の
船
員

は
、強
制
労
働
者
と
し
て
ジ
ャ
ワ
な
い
し
香
料
諸
島
へ
連
行
さ
れ
る
。
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こ
の
地
域
の
オ
ラ
ン
ダ
の
司
令
官
は
、
中
立
の
船
舶
や
中
立
地
域
を

攻
撃
す
る
こ
と
は
、
中
国
人
に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
非
人
間
的
で
残
忍
で

あ
る
と
の
確
信
を
強
め
る
結
果
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う

考
え
に
す
ぐ
に
至
っ
た
。
中
国
と
い
う
国
家
は
、
南
東
ア
ジ
ア
の
い

く
つ
か
の
小
さ
な
沿
岸
国
の
よ
う
に
侮
辱
さ
れ
、
脅
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
特
に

バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
は
全
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
職
員
の
思
考

パ
タ
ー
ン
が
南
東
ア
ジ
ア
で
適
用
さ
れ
た
戦
略
や
そ
こ
で
得
ら
れ
た

経
験
に
支
配
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
人
に
は
貿
易
を
無
理

強
い
で
き
る
と
い
う
意
見
は
、
一
六
六
五
年
頃
ま
で
繰
り
返
し
表
明

さ
れ
た
。

　
一
六
二
二
年
七
月
、
オ
ラ
ン
ダ
艦
隊
は
澎
湖
諸
島
に
到
達
し
た
。

短
い
偵
察
行
の
後
、
台
湾
の
海
岸
に
は
適
し
た
港
が
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
の
で
、
司
令
官
た
ち
は
澎
湖
諸
島
に
要
塞
を
築
く
こ
と
を
決

め
た
。
次
い
で
八
月
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
要
望
を
福
建
の
当
局
に
知
ら

せ
る
た
め
、
一
隻
の
船
が
厦
門
〈Am

oy

〉
地
域
に
送
ら
れ
た
。
九

月
二
九
日
に
、
福
建
の
巡
撫
で
あ
る
商
周
祚
〈Shang Chou-tso

　
シ
ャ
ン
・
チ
ョ
ウ
・
ツ
ォ
〉
の
回
答
を
下
級
官
吏
ら
が
澎
湖
諸
島

に
も
た
ら
し
た
。
彼
ら
は
、
澎
湖
諸
島
は
中
国
の
領
土
で
あ
り
、
オ

ラ
ン
ダ
人
は
そ
こ
に
滞
在
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
商
の
書
簡

に
は
、
他
の
場
所
で
貿
易
す
る
た
め
の
許
可
に
つ
い
て
は
全
く
言
及

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
戦
争
に
つ
い
て
話
し
始
め
る

と
、
使
者
は
、
台
湾
の
淡
水
〈Tam

sui

〉
に
貿
易
拠
点
を
設
立
す

る
許
可
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
試
し
に
提
案
し
た
。し
か
し
、

こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
意
に
沿
う
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
は
一
〇
月

二
日
、
戦
争
を
始
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
一
〇
月

と
一
一
月
に
居
住
地
で
略
奪
を
行
い
、
厦
門
の
入
り
江
に
停
泊
し
て

い
た
ジ
ャ
ン
ク
船
を
燃
や
し
た
。
一
二
月
、
ま
だ
そ
の
地
域
に
駐
留

し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
船
隊
の
司
令
官
は
、
艦
隊
が
彼
ら
を
攻
撃
す
る

た
め
に
装
備
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け
た
。
し
か
し
、
彼
は
同
時

に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
澎
湖
諸
島
を
去
っ
て
他
の
場
所
に
行
く
な
ら
オ

ラ
ン
ダ
人
と
貿
易
を
す
る
た
め
の
ジ
ャ
ン
ク
船
を
送
る
で
あ
ろ
う
と

の
商
周
祚
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
（
６
）

。

　
一
六
二
二
年
末
ま
で
に
、
澎
湖
諸
島
に
お
け
る
司
令
官
で
あ
る

コ
ル
ネ
リ
ス
・
レ
イ
エ
ル
セ
ン
〈Cornelis Reijersen

〉
は
、
オ

ラ
ン
ダ
人
の
略
奪
は
中
国
に
な
ん
ら
重
大
な
損
害
を
与
え
て
お
ら

ず
、
中
国
人
に
貿
易
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
に

至
っ
た
。
他
方
、
商
周
祚
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
台
湾
で
貿
易
を
行
う

許
可
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
人
の
船
団
や
軍
隊
を
澎
湖
諸

島
に
投
入
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ
人
を
同
地
か
ら
退
去
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
レ
イ
エ
ル
セ
ン
は
商
と

一
六
二
三
年
初
め
に
福
州
〈Foochow

〉
で
会
談
し
、
速
や
か
に

合
意
に
達
し
た
。〔
合
意
の
内
容
は
〕
一
人
の
官
吏
が
澎
湖
諸
島
へ

派
遣
さ
れ
、
そ
の
立
会
い
の
も
と
に
要
塞
の
象
徴
的
な
と
り
こ
わ
し



－  228  －－  229  －

ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
「
と
り
こ
わ
し
」
は
、
中
国
商
人
が
台
湾
で

オ
ラ
ン
ダ
人
と
貿
易
を
行
う
許
可
を
与
え
る
こ
と
、
お
よ
び
、
オ
ラ

ン
ダ
人
が
適
し
た
港
を
探
す
の
を
助
け
る
た
め
中
国
人
の
水
先
案
内

人
を
使
わ
せ
る
よ
う
に
、
と
の
上
奏
と
と
も
に
、
北
京
〈P

eking

〉

に
報
告
さ
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
他
の
港
が
見
つ
か
る
ま
で
澎
湖

諸
島
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
は
許

さ
れ
な
い
〔
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
〕。
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
オ
ラ
ン
ダ

当
局
に
こ
の
合
意
を
承
認
さ
せ
る
た
め
、
直
ち
に
中
国
の
使
節
団
が

そ
こ
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
商
の
統
治
下
に
あ
る
省

か
ら
中
国
人
が
台
湾
に
来
て
貿
易
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
商
は

約
束
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
十
分
な
証
拠
は
な

い
。

　
と
も
か
く
、
一
六
二
三
年
六
月
に
商
も
レ
イ
エ
ル
セ
ン
も
、
彼
ら

の
上
奏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
上
司
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を

聞
い
た
。
北
京
の
宮
廷
は
オ
ラ
ン
ダ
人
と
台
湾
で
貿
易
を
行
う
許
可

を
中
国
商
人
に
与
え
る
と
い
う
提
案
を
断
り
、
商
が
そ
の
提
案
を

行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
彼
を
そ
の
職
か
ら
解
任
し
た
。
北

京
は
、
お
そ
ら
く
厦
門
地
域
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
襲
撃
を
黙

認
す
る
用
意
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
と
に
よ
る
と
澎
湖
諸

島
に
お
け
る
と
り
こ
わ
し
が
見
せ
か
け
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に

も
通
じ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
北
京
は
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
る
広
東

〈K
w

angtung

〉
沿
岸
の
攻
撃
の
通
報
も
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
船
は
ヴ
ィ
レ
ム
・
エ
イ
ス
ブ
ラ
ン
ツ
〔
ゾ
ー
ン
〕・
ボ
ン
テ
ク
ー

〈W
illem

 IJsbrantsz. Bontekoe

〉
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
（
７
）

。

　
ボ
ン
テ
ク
ー
と
そ
の
仲
間
は
レ
イ
エ
ル
セ
ン
と
中
国
当
局
の
間
の

合
意
に
関
す
る
中
国
の
報
告
を
信
じ
よ
う
と
せ
ず
、
中
国
航
路
で
の

攻
撃
を
続
け
た
。
し
ば
ら
く
後
で
、
彼
ら
は
、
二
五
〇
名
を
乗
船
さ

せ
、
豊
富
に
荷
物
を
積
ん
で
マ
ニ
ラ
に
向
か
っ
て
い
た
ジ
ャ
ン
ク
船

を
拿
捕
し
た
。
レ
イ
エ
ル
セ
ン
も
ま
た
六
月
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
当
局

か
ら
書
簡
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
書
簡
は
他
の
場
所
で
貿
易
を
す
る

と
い
う
中
国
と
の
約
束
と
引
き
換
え
に
、
澎
湖
諸
島
を
明
け
渡
し
て

は
な
ら
な
い
と
命
じ
、
中
国
人
が
オ
ラ
ン
ダ
の
要
求
に
同
意
し
な
い

場
合
に
は
、
よ
り
強
硬
な
行
動
に
移
る
よ
う
勧
告
し
て
い
た
。
そ
の

す
ぐ
後
で
、
マ
ニ
ラ
に
向
か
う
途
中
の
ジ
ャ
ン
ク
船
を
奪
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
広
東
と
福
建
の
間
の
境
界
地
域
を
巡
航
す
る
た
め
に

四
隻
の
船
が
澎
湖
諸
島
か
ら
出
発
し
た
。
八
月
に
受
け
取
ら
れ
た
そ

の
後
の
指
令
で
は
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
当
局
は
ま
ず
最
初
に
中
国
商
人

が
貿
易
を
行
う
た
め
に
来
る
と
い
う
条
件
で
、
澎
湖
諸
島
を
引
き
払

う
用
意
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
の
風
向
き
の
変
化
に

よ
っ
て
足
止
め
さ
れ
た
中
国
か
ら
の
使
者
は
一
六
二
三
年
一
二
月
に

よ
う
や
く
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
到
着
し
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
要
求
を
緩

和
す
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
よ
り
早
く
到
着
し
た
と
し
て

も
、
彼
ら
が
交
渉
の
中
断
を
避
け
る
た
め
に
大
い
に
寄
与
し
た
と
い

う
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
。



－  229  －

史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

　
今
や
双
方
は
軍
事
的
な
準
備
を
進
め
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
澎
湖
諸

島
に
防
衛
施
設
を
建
設
す
る
た
め
中
国
人
捕
虜
を
働
か
せ
始
め
た
。

生
き
残
っ
た
者
は
後
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
輸
送
さ
れ
、
そ
こ
で
、
主
な

中
国
人
居
住
民
に
割
り
当
て
ら
れ
た
。

　
中
国
当
局
は
ジ
ャ
ン
ク
船
の
建
造
と
沿
岸
防
衛
の
強
化
を
進
め

た
。
彼
ら
は
澎
湖
諸
島
へ
の
食
糧
お
よ
び
必
需
品
の
供
給
を
断
つ
た

め
海
外
へ
の
渡
航
数
を
減
ら
し
た
。
こ
の
こ
と
は
中
国
人
の
意
図
に

対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
疑
念
を
増
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
澎
湖
諸
島

に
お
け
る
防
衛
施
設
の
作
業
を
再
開
し
た
こ
と
は
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対

す
る
中
国
人
の
不
信
を
増
大
さ
せ
た
。
六
月
に
、
一
人
の
中
国
人
使

者
が
、
表
向
き
は
、
交
渉
再
開
を
試
み
る
た
め
に
澎
湖
諸
島
に
渡
っ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
使
節
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
注
意
を
そ
ら
し
、

オ
ラ
ン
ダ
の
立
場
の
強
さ
を
調
べ
る
意
味
あ
い
の
方
が
強
か
っ
た
に

違
い
な
い
。
レ
イ
エ
ル
セ
ン
は
八
月
に
厦
門
地
域
を
訪
問
し
た
が
、

中
国
当
局
が
、
澎
湖
諸
島
か
ら
の
立
ち
退
き
と
す
べ
て
の
中
国
人
捕

虜
の
解
放
を
貿
易
関
係
の
話
し
合
い
の
条
件
と
す
る
こ
と
に
固
執
し

続
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
彼
ら
は
こ
の
場
合
、
明
ら
か
に

バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
中
国
貿
易
を
考
え
て
お
り
、
台
湾
に
お
け
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
失
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人

は
一
〇
月
に
な
お
使
節
団
を
厦
門
に
送
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
船

は
、全
く
予
期
し
な
か
っ
た
こ
と
に
焼
き
討
ち
船
の
攻
撃
を
受
け
た
。

今
や
、
そ
れ
以
上
の
交
渉
は
不
可
能
だ
っ
た
。
だ
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人

は
海
岸
沿
い
に
敵
対
行
為
を
始
め
る
に
し
て
は
わ
ず
か
な
人
員
と
船

舶
し
か
割
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
六
二
四
年
一
月
、
二
隻
の

船
が
澎
湖
諸
島
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。
彼
ら
は
厦
門
南
方
の
沿
岸
に
、

い
く
ば
く
か
の
損
害
を
与
え
、
何
人
か
を
捕
虜
に
し
た
。

　
一
六
二
四
年
二
月
、
澎
湖
諸
島
の
北
方
に
四
〇
～
五
〇
隻
の
戦
闘

用
ジ
ャ
ン
ク
船
か
ら
な
る
中
国
艦
隊
が
視
認
さ
れ
、
七
月
に
な
る
頃

に
は
北
方
の
諸
島
が
中
国
軍
に
占
領
さ
れ
た
。
七
月
三
〇
日
に
は
中

国
兵
団
が
攻
撃
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
要
塞
が
あ
っ
た
狭
い
半
島
を
除
い

て
、
本
島
全
体
を
征
服
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
今
や
水
を
断
た
れ
、

し
か
も
、
少
な
く
と
も
五
〇
〇
〇
人
は
い
た
中
国
人
の
兵
力
に
比
べ

て
彼
ら
は
九
〇
〇
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
澎
湖
諸
島
に
到

着
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
新
司
令
官
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
・
ソ
ン
ク
〈M

arti-
nus Sonck

〉
は
撤
退
に
つ
い
て
交
渉
し
始
め
た
。
中
国
人
司
令
官

か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
澎
湖
諸
島
か
ら
去
る
な
ら
、
中
国
商
人
が
台

湾
で
オ
ラ
ン
ダ
人
と
貿
易
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
確

約
を
得
た
後
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
要
塞
を
壊
し
始
め
た
。
そ
の
年
の

末
ご
ろ
、
彼
ら
は
全
面
的
に
台
湾
に
退
却
し
た
。
中
国
皇
帝
の
政
府

が
、
台
湾
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
人
と
貿
易
す
る
た
め
の
正
式
な
許
可

を
一
度
で
も
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
え
な
い
よ
う
で
あ
る

が
、
省
当
局
は
そ
の
た
め
に
必
要
な
正
式
の
証
明
書
を
発
行
し
、
時

に
は
関
税
ま
で
課
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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台
湾

　
台
湾
へ
の
退
却
は
平
和
的
な
貿
易
の
発
展
の
時
期
に
つ
な
が
る
は

ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
日
本
人
と

き
わ
め
て
注
意
深
く
事
を
進
め
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
、
中
国

沿
岸
部
の
政
治
的
、
商
業
的
状
況
を
支
配
で
き
ず
、
多
大
な
影
響
力

を
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
台
湾
の
オ
ラ
ン
ダ
人
司
令
官
は
、
最
初
の
数
年
間
は
そ
の

よ
う
な
慎
重
な
政
策
を
と
る
こ
と
が
全
く
で
き
な
か
っ
た
。

　
一
六
二
八
年
に
任
務
に
就
い
た
若
く
て
未
熟
な
長
官
ピ
ー
テ
ル
・

ヌ
イ
ツ
〈Pieter N

uyts

〉
は
、
彼
の
命
を
ほ
と
ん
ど
尽
き
さ
せ
、

台
湾
と
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
を
ほ
ぼ
断
絶
さ
せ
た
日
本
人

と
の
争
い
の
責
を
負
わ
さ
れ
た
。
実
を
言
う
と
、
日
本
人
と
中
国
人

が
オ
ラ
ン
ダ
人
の
到
来
以
前
に
そ
こ
で
貿
易
を
し
て
い
た
と
い
う
事

実
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
六
二
五
年
、
一
六
二
六
年
、
一
六
二
七
年
に

日
本
人
に
よ
り
台
湾
へ
運
ば
れ
た
積
み
荷
に
関
税
を
か
け
よ
う
と
し

た
オ
ラ
ン
ダ
の
試
み
に
よ
り
非
常
に
危
険
に
な
っ
て
い
た
状
況
を
、

彼
は
悪
化
さ
せ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
一
六
二
八
年
、
ヌ
イ
ツ
は
い

く
つ
か
の
点
で
事
態
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
が
、
一
方
で
、
彼
は
す

べ
て
の
日
本
の
ジ
ャ
ン
ク
船
の
武
器
を
取
り
上
げ
て
、
彼
ら
が
出
航

し
た
い
と
望
ん
だ
時
に
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
人
は

ヌ
イ
ツ
の
家
を
取
り
囲
み
、
彼
ら
を
出
航
さ
せ
る
こ
と
、
彼
ら
に
人

質
を
同
行
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
な
る
要
求
に
従
う
こ
と
に
つ
い
て
オ

ラ
ン
ダ
評
議
会
が
同
意
す
る
ま
で
、
彼
と
彼
の
息
子
を
人
質
に
と
っ

た
。
日
本
の
当
局
は
、こ
の
衝
突
に
激
怒
し
た
の
で
平
戸
〈H

irado

〉

に
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
を
逮
捕
し
た
。
彼
ら
と
の
貿
易
を
停
止
し
、
オ

ラ
ン
ダ
人
が
台
湾
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。一
六
三
〇
年
、

彼
ら
は
取
り
決
め
を
し
た
い
と
知
ら
せ
て
き
た
が
、
貿
易
が
完
全
に

復
旧
さ
れ
た
の
は
、
一
六
三
二
年
に
当
局
に
引
き
渡
し
て
刑
期
を
勤

め
さ
せ
る
た
め
に
ヌ
イ
ツ
が
日
本
に
送
ら
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
一
六
三
二
～
一
六
三
三
年
に
は
、
日
本
人
は
台
湾
へ
渡
航
す
る

こ
と
を
禁
止
さ
れ
、
一
六
三
六
年
に
な
る
頃
に
は
す
べ
て
の
日
本
の

海
上
貿
易
が
禁
止
（
ⅵ
）

さ
れ
た
（
８
）

。

　
中
国
人
と
の
問
題
は
解
決
す
る
の
が
よ
り
難
し
か
っ
た
。
彼
ら
と

友
好
的
関
係
を
保
て
ず
、
安
全
な
貿
易
を
行
え
な
け
れ
ば
、
台
湾
の

オ
ラ
ン
ダ
の
拠
点
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
得
な
か
っ
た
。
福
建
沿
岸
は

二
〇
〇
キ
ロ
以
内
の
所
に
あ
り
、
同
地
で
起
き
た
あ
ら
ゆ
る
重
要
な

政
治
的
変
化
が
台
湾
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
一
七
世
紀
の
二
〇
年
代

に
は
、
明
朝
の
長
期
に
わ
た
る
衰
退
は
、
つ
い
に
は
国
の
い
く
つ
も

の
地
域
に
お
け
る
公
然
と
し
た
戦
争
状
態
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し

た
混
乱
の
中
、
福
建
沿
岸
で
名
を
挙
げ
た
最
も
重
要
な
軍
人
が
、
オ

ラ
ン
ダ
人
に
は
一
官
〈Iquan

〉、
あ
る
い
は
ニ
コ
ラ
ス
一
官
と
い

う
名
で
知
ら
れ
て
い
た
鄭
芝
龍
〈Cheng Chih-lung

〉
と
い
う
人

物
だ
っ
た
。
彼
は
、
澎
湖
諸
島
か
ら
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
退
去
を
め
ぐ

る
交
渉
に
い
く
ば
く
か
の
役
割
を
果
た
し
、
通
訳
や
援
軍
の
指
揮
官
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と
し
て
東
イ
ン
ド
会
社
の
た
め
に
働
き
、
つ
い
で
、
平
戸
（
日
本
）

で
中
国
人
の
「
カ
ピ
テ
ン
」
が
死
去
し
て
以
後
、
そ
の
勢
力
の
大
部

分
を
引
き
継
い
だ
。
鄭
芝
龍
と
そ
の
子
孫
は
、
八
〇
年
代
の
初
め
ま

で
台
湾
海
峡
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
最
も
重
要
な
貿
易
相
手
で
あ

り
、
後
に
最
も
重
要
な
敵
対
勢
力
と
な
っ
た
（
ⅶ
）
。

　
一
六
二
七
年
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
鄭
芝
龍
と
の
戦
い
に
あ
た
り
、
明

の
艦
隊
と
同
盟
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
何
も
達
成
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
一
六
二
八
年
に
鄭
が
不
安
定
な
支
配
を
確
立
す
る
こ
と

に
成
功
す
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
鄭
に
不
安
定
か
つ
疑
い
深
く
接
近

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
全
て
の
商
人
が

鄭
と
貿
易
す
る
た
め
に
来
る
の
を
鄭
が
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
抗
議

し
、今
後
は
商
人
が
オ
ラ
ン
ダ
人
と
貿
易
す
る
の
を
妨
げ
な
い
こ
と
、

お
よ
び
、
毎
年
大
量
の
絹
を
オ
ラ
ン
ダ
人
に
売
る
こ
と
に
同
意
す
る

ま
で
、
鄭
を
オ
ラ
ン
ダ
の
ヤ
ハ
ト
船
（
ⅷ
）

に
閉
じ
込
め
た
。
そ
の
後
、
鄭

は
オ
ラ
ン
ダ
人
を
誰
一
人
信
用
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼

は
、一
六
二
九
年
と
一
六
三
〇
年
に
彼
の
敵
に
対
す
る
支
援
を
求
め
、

そ
れ
を
得
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
鄭
と
そ
の
一
派
の
貿
易
独
占
に
抗
議

し
続
け
、
一
六
三
三
年
に
彼
の
艦
隊
を
攻
撃
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は

金
門
島
〈Q

uem
oy

〉
付
近
の
大
戦
で
敗
北
し
た
。
一
六
三
六
年
以

降
、
鄭
と
オ
ラ
ン
ダ
人
は
再
び
平
和
的
な
貿
易
関
係
を
結
ん
だ
（
９
）
。

　
現
在
、台
北
〈Taipei

〉
か
ら
「
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
」〈Casteel 

Zeelandia

〉
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
タ
イ
オ
ワ
ン
（
ⅸ
）
〈Taiw

an

〉
へ

行
く
旅
行
者
は
、
豊
か
な
緑
の
風
景
を
通
る
が
、
そ
こ
に
は
多
く
の

中
国
人
の
町
と
村
が
あ
り
、良
質
な
米
と
野
菜
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。

オ
ラ
ン
ダ
人
が
一
六
二
〇
年
頃
に
目
に
し
た
タ
イ
オ
ワ
ン
は
、
全
く

異
な
る
様
子
で
あ
っ
た
。
海
岸
に
沿
っ
て
、
中
国
商
人
、
海
賊
、
漁

師
の
小
さ
な
居
住
地
が
あ
っ
た
が
、
住
民
の
大
部
分
は
ル
ソ
ン
島
に

居
住
す
る
種
族
と
言
語
・
人
種
と
文
化
が
あ
る
程
度
類
似
す
る
先
住

民
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
漁
業
・
狩
猟
と
原
始
的
な
農
業

に
よ
っ
て
生
活
し
て
お
り
、
互
い
に
遠
く
離
れ
た
村
々
に
居
住
し
、

中
心
と
な
る
政
治
権
力
は
全
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
低
地

の
大
部
分
は
未
開
拓
の
ま
ま
で
あ
り
、
鹿
で
あ
ふ
れ
て
い
た
。
ゼ
ー

ラ
ン
デ
ィ
ア
に
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
四
つ
の
大
き
な
近
隣
の
先
住

民
の
村
に
権
力
を
及
ぼ
し
始
め
、
じ
つ
に
速
や
か
に
、
さ
ら
に
遠
方

に
あ
る
彼
ら
の
敵
と
対
抗
す
る
た
め
の
彼
ら
へ
の
支
援
を
始
め
た
。

一
六
三
五
年
か
ら
一
六
三
六
年
に
は
、
五
〇
〇
人
足
ら
ず
か
ら
な
る

オ
ラ
ン
ダ
の
軍
隊
が
そ
の
低
地
の
支
配
を
拡
大
し
、
こ
の
地
域
の
外

で
さ
え
も
、
多
く
の
村
と
指
導
者
た
ち
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
統
治
を
認

め
る
の
が
賢
明
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
六
四
二
年
、
オ
ラ
ン

ダ
人
は
遠
征
の
間
に
一
六
二
六
年
か
ら
ス
ペ
イ
ン
人
が
占
領
し
て
い

た
台
湾
北
部
の
基
隆
〈K

eelung

〉
の
砦
を
戦
い
取
っ
た
。
そ
し
て

一
六
四
五
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
兵
士
た
ち
が
基
隆
の
近
く
の
淡
水
か
ら

ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
に
移
動
し
た
際
、
多
く
の
土
着
の
村
々
が
彼
ら
に

降
伏
し
た
。
一
六
四
四
年
か
ら
一
六
四
六
年
ま
で
こ
れ
ら
の
村
は
す
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一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

べ
て
、
村
の
評
議
会
、
お
よ
び
、
争
い
を
調
停
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の

公
布
を
聞
く
た
め
の
「
長
老
た
ち
」
に
よ
る
毎
年
の
集
会
（
議
会
）

と
を
持
つ
同
じ
統
治
形
態
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
は
オ

ラ
ン
ダ
の
町
と
州
の
行
政
構
造
の
影
響
が
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
。
そ

の
上
、
台
湾
は
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
に
と
っ
て
、
東
イ
ン
ド
会
社

の
管
理
下
に
あ
っ
た
派
遣
地
域
の
中
で
ま
さ
に
有
望
な
数
少
な
い
地

域
の
一
つ
だ
っ
た
。
一
六
三
九
年
頃
、
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
に
最
も
近

い
村
、
シ
ン
カ
ン
〈Sinkan
〉
で
は
印
象
的
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の

儀
式
に
よ
っ
て
安
息
日
が
祝
わ
れ
た
。
別
の
村
か
ら
の
改
宗
者
は
し

ば
し
ば
シ
ン
カ
ン
に
移
さ
れ
た
。
本
物
の
信
仰
に
よ
っ
て
新
し
い
世

代
を
育
て
る
た
め
に
、
村
の
学
校
の
体
制
に
は
多
く
の
注
意
が
払
わ

れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
師
た
ち
の
多
く
が
熱
帯
性
の
熱

病
で
亡
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
福
音
に
導
く
べ
き
人
々
を
侮
辱
し
、

欺
い
た）
（1
（

。

　
オ
ラ
ン
ダ
人
は
一
六
四
四
年
ま
で
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
毎
年
、

五
万
か
ら
一
〇
万
枚
の
鹿
皮
を
台
湾
か
ら
輸
出
し
た
。
し
か
し
、
中

国
で
の
貿
易
お
よ
び
台
湾
の
中
国
人
在
住
者
に
よ
る
活
動
が
最
も
大

き
な
利
益
を
上
げ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
一
六
三
五
年
以
降
台
湾
へ

の
中
国
人
移
民
数
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
の
年

に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
が
オ
ラ
ン
ダ
の
統
治
を
拡
大
す
る
た
め
軍
隊
を

派
遣
し
た
際
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
伴
っ
て
い
た
。

「
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
か
つ
て
イ
ン
ド
で
持
っ
て
い
た
よ
う
な
素
晴
ら

し
い
植
民
地
―
い
か
な
る
強
力
な
支
配
者
の
管
轄
下
に
も
な
く
、
粗

野
で
愚
か
な
異
教
徒
の
住
民
が
居
住
し
、
し
か
し
な
が
ら
、
強
大
な

中
国
王
朝
の
す
ぐ
近
く
に
位
置
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
、
人
が
あ
る

程
度
望
む
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
人
数
の
、
貧
し
く
て
勤
勉
な
民
衆

が
流
れ
込
む
よ
う
な
植
民
地）
（（
（

」。
中
国
の
農
業
は
、
富
裕
な
中
国
人

が
行
っ
た
灌
漑
と
干
拓
事
業
へ
の
投
資
に
対
す
る
支
援
に
よ
っ
て

さ
ら
に
拡
大
し
た
。
そ
の
よ
う
な
者
の
中
に
、
一
六
三
六
年
か
ら

一
六
三
九
年
ま
で
台
湾
に
在
留
し
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
中
国
人

の
最
初
の
指
導
者
で
あ
っ
た
「
カ
ピ
テ
ン
・
ベ
ン
コ
ン
」〈Capitein 

Bencon

〉
こ
と
蘇
鳴
崗
〈Su M

ing-kang 

ソ
・
ミ
ン
・
カ
ン
〉

が
い
た
。
お
そ
ら
く
、
鄭
芝
龍
や
彼
の
仲
間
も
そ
う
だ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
彼
は
台
湾
の
中
国
人
社
会
と
多
く
の
緊
密
な
関
係
を
持
っ
て
い

た
。
東
イ
ン
ド
会
社
は
中
国
農
民
か
ら
砂
糖
を
買
い
付
け
、
そ
れ
を

イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ャ
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
売
り
つ
け
た
。
会
社

は
種
々
の
税
金
を
課
し
、
こ
れ
ら
の
税
金
の
多
く
は
中
国
人
徴
税
人

に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
中
国
人
企
業
家
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
先
住
民
の
村
で
の
商
売
独
占
に
よ
っ
て
吊
り
あ
げ
ら
れ
た
高
値
に

よ
り
利
益
を
得
た
。
最
も
利
益
の
上
が
っ
た
年
で
は
、
中
国
社
会
に

対
す
る
こ
れ
ら
の
税
金
、
課
金
は
台
湾
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
の

収
入
の
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
中
国
と
の
貿
易
に
よ
る
収
入

は
残
り
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
た
。
四
〇
年
代
後
半
で
は
台
湾

は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
の
拠
点
の
中
で
最
も
利
益
を
上
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げ
る
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。香
料
の
貿
易
に
よ
る
巨
大
な
利
益
は
、

当
然
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
会
社
の
帳
簿
で
光
を
放
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
収
入
を
可
能
に
し
た
中
国
人
移
民
の
波
は
、
困
難
と

変
革
を
も
あ
わ
せ
て
も
た
ら
し
、
つ
い
に
は
台
湾
に
お
け
る
オ
ラ
ン

ダ
勢
力
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
六
四
四
年
、
明
朝
の
衰
退
は
大
惨
事
を
も
た
ら
し
た
。
反
乱
を

起
こ
し
た
百
姓
軍
は
北
京
を
占
拠
し
、
明
の
最
後
の
皇
帝
は
宮
廷
の

敷
地
に
あ
る
煤
山
で
縊
死
し
た
。
こ
の
悲
惨
な
出
来
事
は
無
数
の
中

国
の
歴
史
書
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣

教
師
の
記
録
と
フ
ォ
ン
デ
ル
ス〈Vondels
〉の「
崇
禎
」〈Zungchin

〉

に
ま
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
反
乱
者
た
ち
は
新
し
い
満
州
族
の
清

朝
の
軍
隊
に
よ
っ
て
速
や
か
に
北
京
か
ら
追
い
払
わ
れ
た
。
決
意
は

時
に
は
固
い
が
、
ほ
と
ん
ど
上
手
く
組
織
さ
れ
て
い
な
い
、
明
朝
へ

忠
実
で
あ
り
続
け
た
反
乱
者
の
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
朝
は
国

家
全
土
の
征
服
を
進
め
た
。
当
初
、
福
建
の
鄭
芝
龍
は
明
の
継
承
者

の
一
人
を
支
援
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
清
側
へ
つ
い
た
。
し
か
し
、

清
は
彼
を
北
京
で
自
宅
監
禁
し
、
勢
力
を
奪
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
に
「
国
姓
爺
」〈Coxinga

〉
と
呼
ば
れ
た
彼
の
息
子
の
鄭
成
功

〈Cheng Ch’eng-kung

〉
は
父
と
断
絶
し
、
一
族
の
権
力
全
て
を

自
分
の
支
配
下
に
置
い
た
。
一
六
五
一
年
頃
、
彼
は
明
へ
の
忠
誠
を

保
っ
て
い
た
海
軍
の
大
半
を
、一
つ
の
恐
る
べ
き
組
織
に
統
一
し
た
。

そ
の
中
心
は
厦
門
に
あ
っ
た
。
大
陸
で
は
清
の
軍
隊
が
徐
々
に
彼
の

軍
隊
を
追
い
払
っ
た
が
、
彼
の
艦
隊
は
急
襲
を
行
い
、
さ
ら
に
遠
く

に
あ
る
拠
点
を
占
拠
し
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
一
六
五
九
年
に
彼
は

南
京
〈N
angking

〉
を
攻
撃
す
る
た
め
に
巨
大
な
艦
隊
で
揚
子
江

を
遡
上
す
る
に
至
っ
た
。
ほ
ぼ
成
功
を
収
め
か
け
た
命
が
け
の
事
業

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
清
を
倒
す
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ

な
い
。
そ
こ
で
の
敗
北
の
後
、
彼
は
艦
隊
と
軍
隊
の
た
め
に
よ
り
安

全
で
、よ
り
よ
く
備
え
の
あ
る
退
避
場
所
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
し
て
、
台
湾
が
そ
の
た
め
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
こ
と

は
明
確
で
あ
っ
た）
（1
（

。

　
次
第
に
強
い
力
を
持
っ
て
い
っ
た
こ
の
脅
威
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ

人
の
対
応
は
弱
く
、
ま
と
ま
り
が
な
く
、
時
に
は
愚
か
だ
っ
た
。
し

か
し
、
よ
り
よ
い
方
策
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
台
湾
が
オ
ラ
ン
ダ
の

も
の
で
あ
り
続
け
た
か
ど
う
か
は
全
く
確
か
で
は
な
い
。
彼
ら
が
自

分
た
ち
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ

と
は
予
測
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
清
に
よ
る
中
国
南
部
と
台

湾
の
中
国
人
居
留
地
の
占
領
で
あ
る
。
一
六
五
〇
年
頃
、
多
く
の
中

国
人
戦
争
難
民
が
台
湾
に
渡
っ
て
来
て
お
り
、
中
国
人
の
人
口
は
オ

ラ
ン
ダ
統
治
下
に
お
い
て
三
五
〇
〇
人
か
ら
一
万
四
〇
〇
〇
人
な
い

し
一
万
五
〇
〇
〇
人
ま
で
に
な
っ
た
。
五
〇
年
代
に
さ
ら
に
多
く
の

避
難
民
が
や
っ
て
来
た
が
、
当
時
の
中
国
人
の
総
人
口
に
関
す
る
数

字
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
住
民
の
多
く
は
中
国
に
彼
ら
の
家
族
を
残
し

て
い
た
の
で
、
五
〇
年
代
に
は
お
よ
そ
六
〇
〇
〇
人
も
の
戦
闘
可
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能
な
中
国
人
が
台
湾
に
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
オ

ラ
ン
ダ
駐
屯
軍
は
一
〇
〇
〇
人
の
兵
士
と
、
一
〇
〇
〇
人
な
い
し

二
〇
〇
〇
人
の
土
着
の
増
援
部
隊
を
擁
し
て
い
た
。
国
姓
爺
の
軍
隊

を
考
慮
に
入
れ
な
く
と
も
、
こ
れ
は
全
く
喜
ば
し
く
な
い
状
態
だ
っ

た
。

　
台
湾
に
お
け
る
中
国
人
社
会
は
、
一
〇
人
の
指
導
者
か
ら
な
る
評

議
会
を
通
じ
て
統
治
さ
れ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
お
そ
ら
く
オ
ラ
ン

ダ
人
が
来
る
前
か
ら
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
海
賊
の
指
導
者
と
商
人

の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
よ
る
評
議
会
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
団
体
と
い
う
手
段
を
通
じ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
統
治
シ
ス
テ
ム
と

も
一
致
す
る
。
良
好
な
個
人
的
な
接
触
に
よ
り
何
人
か
の
オ
ラ
ン
ダ

人
は
、
中
国
語
や
中
国
人
の
民
間
信
仰）
（1
（

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
互

い
の
利
害
に
も
と
づ
く
濃
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
経
済
的
な
合
意
が

中
国
人
指
導
者
と
オ
ラ
ン
ダ
人
を
結
び
つ
け
た
。
こ
れ
ら
は
オ
ラ
ン

ダ
人
の
意
に
沿
う
よ
う
な
中
国
人
だ
っ
た
―
有
能
な
手
仕
事
職
人
、

オ
ラ
ン
ダ
人
が
迷
わ
ず
「
ポ
ル
ダ
ー
」
と
名
付
け
た
地
域
の
灌
漑
や

開
発
に
投
資
す
る
者
も
い
た
有
能
な
商
人
た
ち
で
あ
る）
（1
（

。
渡
っ
て
き

た
ば
か
り
の
中
国
人
の
大
半
と
は
そ
れ
ほ
ど
友
好
的
な
関
係
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
一
六
五
二
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
史
料
で
は
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
〈Fayet

〉

と
呼
ば
れ
る
、
郭
懐
一
〈K

uo H
uai-i 

ク
オ
・
フ
ァ
イ
・
イ
〉
と

い
う
者
が
中
国
人
の
指
導
者
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
抗
し
て
蜂
起

し
た
。
報
告
書
の
一
つ
に
よ
る
と
、
一
〇
人
の
中
国
人
社
会
の
指
導

者
の
う
ち
七
人
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
忠
実
で
あ
り
続
け
、
目
前
に
せ

ま
っ
た
反
乱
を
彼
ら
に
知
ら
せ
た
。
お
よ
そ
四
〇
〇
〇
人
の
中
国
人

反
乱
者
の
装
備
と
組
織
は
ひ
ど
く
粗
末
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
オ

ラ
ン
ダ
側
の
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
に
よ
る
最
初
の
一
斉
射
撃
で
敗
走
し

た
。
結
局
、
彼
ら
は
全
員
追
跡
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
双

方
の
グ
ル
ー
プ
に
恐
怖
と
憎
悪
が
生
じ
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
は
、
す
べ

て
の
中
国
側
の
軍
事
的
な
威
嚇
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

自
分
た
ち
の
力
に
対
す
る
過
信
が
定
着
し
た）
（1
（

。
そ
の
後
、
経
済
的
な

困
難
が
オ
ラ
ン
ダ
人
と
台
湾
の
中
国
人
指
導
者
た
ち
の
絆
を
弱
め

た
。
多
く
の
中
国
人
の
徴
税
請
負
人
や
許
可
を
受
け
た
村
の
商
人
た

ち
が
、
彼
ら
の
許
可
を
得
る
た
め
の
せ
り
値
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、

契
約
に
規
定
さ
れ
て
い
た
金
額
を
儲
け
る
の
は
不
可
能
な
こ
と
が
分

か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
彼
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
高
利
の
金
を
借

り
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
六
五
八
年
、
台
湾
に
お
け
る
砂
糖
市
場
が

下
落
し
た
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
彼
ら
が
そ
の
時
ま
で
中
国
人
の

生
産
者
に
支
払
っ
て
い
た
砂
糖
の
固
定
価
格
を
下
げ
た
。

　
だ
が
よ
り
危
険
だ
っ
た
の
は
、
時
を
同
じ
く
し
て
高
ま
り
つ
つ

あ
っ
た
国
姓
爺
と
オ
ラ
ン
ダ
人
の
間
の
対
立
関
係
で
あ
っ
た
。
中
で

も
中
国
人
は
、
自
ら
の
胡
椒
貿
易
の
独
占
を
確
実
に
す
る
た
め
南
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
の
海
運
事
業
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
オ
ラ
ン

ダ
人
の
企
て
に
、
最
も
怒
り
を
募
ら
せ
て
い
た
。
加
え
て
他
の
す
べ
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て
の
商
業
分
野
に
お
い
て
も
、
国
姓
爺
と
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
競
争
は

激
化
し
て
い
た
。

　
一
六
五
五
年
か
ら
一
六
五
六
年
に
か
け
て
、
国
姓
爺
は
台
湾
を
ほ

ぼ
中
国
貿
易
か
ら
切
り
離
し
た
。
そ
れ
は
、
表
向
き
に
は
彼
の
所
有

す
る
ジ
ャ
ン
ク
船
が
、
台
湾
あ
る
い
は
別
の
場
所
で
不
当
に
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
中
国
の

品
物
を
日
本
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
で
販
売
す
る
際
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
自

ら
の
競
争
相
手
と
な
る
可
能
性
を
摘
み
取
る
た
め
で
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
一
六
五
六
年
、
国
姓
爺
は
自
分
の
支
配
下
に
あ
る
す
べ
て
の
中

国
人
に
台
湾
を
去
る
よ
う
命
令
を
下
し
た
。
一
部
の
者
た
ち
は
こ
の

命
令
に
従
っ
た
が
、
も
し
オ
ラ
ン
ダ
人
が
止
め
な
け
れ
ば
、
も
っ
と

多
く
の
者
が
こ
の
命
令
に
従
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
六
五
七
年
、

オ
ラ
ン
ダ
人
は
国
姓
爺
に
対
し
て
、
毎
年
、
銀
と
戦
争
用
物
資
、
そ

し
て
胡
椒
貿
易
港
の
使
用
許
可
証
を
提
供
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。

そ
こ
で
彼
は
台
湾
に
お
け
る
貿
易
を
再
開
し
た
が
、
す
ぐ
に
新
た
な

事
件
に
つ
い
て
不
満
を
も
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
や
ジ
ョ
ホ
ー
ル
〈Johore

〉
か
ら
来
た
国
姓
爺
の
ジ
ャ

ン
ク
船
か
ら
略
奪
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
六
五
九
年
の
南

京
で
の
敗
北
の
後
、
国
姓
爺
が
避
難
場
所
と
し
て
台
湾
を
征
服
す
る

つ
も
り
で
は
な
い
か
と
い
う
噂
が
い
っ
そ
う
強
く
な
っ
た
。
台
湾
に

お
け
る
中
国
人
共
同
体
に
対
す
る
彼
の
影
響
力
は
、
そ
の
頃
ま
で
に

非
常
に
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
一
六
五
九
年
二

月
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
よ
り
国
姓
爺
へ
の
使
者
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
通
訳
の
何
斌
〈H

o P
in 

ホ
・
ピ
ン
〉
―
オ
ラ
ン
ダ
の
史
料
で

は
ピ
ン
ク
ワ
〈Pinqua

〉
と
呼
ば
れ
る
―
が
、彼
の
下
へ
亡
命
し
た
。

と
い
う
の
も
、
何
斌
が
国
姓
爺
の
た
め
に
台
湾
の
中
国
人
の
間
で
税

を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
露
見
し
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
不
安
定
な
状
況
の
中
、
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
事
面
の
支
出
は

ま
す
ま
す
増
大
し
、
そ
の
一
方
で
台
湾
に
お
け
る
貿
易
利
益
は
減
少

し
た
。
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
要
塞
の
建
築
物
を
改
修
し
た
り
、
防
衛

用
に
船
舶
を
艤
装
す
る
た
め
の
莫
大
な
金
額
を
支
出
す
る
用
意
は
な

か
っ
た
。
他
方
、
中
国
と
の
貿
易
を
続
行
す
る
別
の
方
法
が
見
つ
か

る
ま
で
は
こ
の
島
を
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
六
五
二
年
お

よ
び
一
六
五
三
年
、
新
し
い
王
朝
で
あ
る
清
が
オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿
易

を
明
よ
り
も
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め

に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
使
節
が
広
州
に
派
遣
さ
れ
た
。
北
京
の
宮
廷
は
、

オ
ラ
ン
ダ
人
が
一
六
二
〇
年
代
に
好
戦
的
に
振
舞
っ
て
き
た
か
ら
、

彼
ら
を
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
の
圧
力
に
そ
っ
た
回
答
し
か
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
広
州

の
官
吏
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
使
節
団
を
派
遣
す
る
な
ら
ば
、
何
ら

か
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
代
表
に
知
ら
せ
た
。

一
六
五
五
年
、
そ
れ
は
実
行
さ
れ
た
。 

使
節
団
は
ピ
ー
テ
ル
・
デ
・

ホ
イ
エ
ル
〈Pieter de G

oyer

〉
と
ヤ
コ
ブ
・
デ
・
ケ
イ
ゼ
ル
〈Jacob 
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de K
eyser

〉
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
。
何
名
か
の
オ
ラ
ン
ダ
人
が
初

め
て
中
国
内
陸
部
を
く
ま
な
く
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
う
ち
の

一
人
は
旅
行
記
を
書
く
こ
と
に
身
を
捧
げ
、
公
式
の
宴
会
を
詩
の
形

で
描
写
し
て
い
る
。

　
　
こ
こ
に
は
金
と
絹
の
衣
装
の
海
が
波
立
ち

　
　
き
ら
め
く
器
は
あ
ら
ゆ
る
香
料
を
満
々
と
た
た
え

　
　
ア
ポ
ロ
は
ミ
ュ
ー
ズ
と
と
も
に
降
臨
す

　
　
こ
こ
は
異
教
徒
の
地
か
？
　
我
々
は
天
国
に
あ
り）
（1
（

　
初
め
て
オ
ラ
ン
ダ
の
大
使
が
禁
裏
に
迎
え
ら
れ
た
。
彼
は
皇
帝
の

前
に
身
を
投
げ
出
し
、
彼
の
上
司
（
バ
タ
ヴ
ィ
ア
総
督
）
が
清
国
の

「
朝
貢
者
」
リ
ス
ト
に
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
。
東
イ
ン
ド
会
社
の
職

員
は
、
東
方
の
礼
儀
作
法
や
傲
慢
さ
が
利
益
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
な

い
限
り
、
こ
れ
ら
を
気
に
か
け
る
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
時
代
、
朝
貢
シ
ス
テ
ム
で
は
、
海
上
貿
易
は
使
節
団
〔
の

来
訪
〕
を
条
件
に
許
可
さ
れ
た
。
皇
帝
は
、
お
そ
ら
く
著
名
な
イ
エ

ズ
ス
会
士
ヨ
ハ
ン
・
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
〈Johan 

Adam
 Schall von Bell

〉
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、 

オ
ラ
ン
ダ
の
使
節
団
の
回
数
を
八
年
に
一
度
と

限
定
し
た
の
で
あ
る
！ 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、

一
六
五
七
年
か
ら
一
六
五
九
年
の
間
、
広
州
地
域
に
お
い
て
限
ら
れ

た
範
囲
で
貿
易
を
進
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
台

湾
に
取
っ
て
代
わ
る
に
は
は
る
か
に
足
り
な
か
っ
た）
（1
（

。

　
絶
え
ず
強
く
な
っ
て
い
た
国
姓
爺
の
脅
威
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
時
に
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
権
力
者
た
ち
が
明
る
み
に
出

し
た
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
杜
撰
な
仕
事
や
相
互
の
意
見
の
相
違
は
、

こ
れ
ら
の
困
難
や
不
安
定
さ
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。彼
ら
は
、

台
湾
長
官〈gouverneur op Taiw

an

〉フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
コ
イ
エ
ッ

ト
〈Frederick Coyet

〉
の
警
告
を
重
大
と
み
な
す
こ
と
を
拒
み
、

か
つ
て
台
湾
評
議
会
〈de Raad van Taiw

an

〉
に
お
い
て
コ
イ

エ
ッ
ト
の
敵
対
者
で
あ
り
、
当
時
イ
ン
ド
評
議
会
〈de R

aad van 
Indië

〉
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
ー
ス
・
フ
ェ
ル
ブ
ル
フ

〈N
icolaes Verburch

〉
に
耳
を
傾
け
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　
一
六
六
〇
年
に
つ
い
に
彼
ら
が
台
湾
の
駐
屯
地
に
援
軍
を
送
っ

た
時
、
そ
れ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
の
戦
争
で
名
声
を
得
た
ヨ
ア
ン
・

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ラ
ー
ン
〈Joan van der Laen

〉
の
指
揮
下
に

入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
も
し
、
彼
ら
が
待
ち
望
ん
で
い
た

よ
う
に
国
姓
爺
の
脅
威
が
な
く
な
る
な
ら
ば
、
軍
隊
を
マ
カ
オ
へ
の

攻
撃
の
た
め
に
使
う
よ
う
彼
に
命
じ
た
。
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ラ
ー
ン

は
台
湾
に
到
着
す
る
と
す
ぐ
に
、
即
座
の
脅
威
は
な
い
と
い
う
考
え

に
い
た
っ
た
が
、
コ
イ
エ
ッ
ト
は
援
軍
の
大
部
分
を
と
め
お
く
こ
と

に
成
功
し
た
。
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ラ
ー
ン
は
今
や
マ
カ
オ
へ
の
攻
撃

に
十
分
な
軍
隊
を
自
由
に
動
か
せ
な
い
の
で
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
戻
っ

た
。
彼
が
そ
こ
で
表
明
し
た
不
平
は
、
フ
ェ
ル
ブ
ル
フ
の
影
響
と
あ

い
ま
っ
て
、
コ
イ
エ
ッ
ト
を
罷
免
す
る
決
議
を
も
た
ら
し
た
。
な
ぜ
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な
ら
コ
イ
エ
ッ
ト
は
愚
か
で
臆
病
に
も
国
姓
爺
の
侵
略
の
危
険
性
を

警
告
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
決
議
は
国
姓
爺
の
軍
隊
が
台
湾
に
上

陸
し
て
一
ヵ
月
以
上
経
過
し
た
後
、
し
か
し
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
が
そ
の

恐
ろ
し
い
知
ら
せ
を
聞
く
前
の
、
一
六
六
一
年
六
月
一
〇
日
に
採
決

さ
れ
た
。

　
国
姓
爺
は
二
万
五
〇
〇
〇
人
の
兵
士
か
ら
な
る
軍
隊
を
も
っ
て
い

た
が
、
そ
の
多
く
は
き
わ
め
て
よ
く
武
装
さ
れ
、
非
常
に
規
律
正
し

か
っ
た
。
は
る
か
に
数
で
勝
る
中
国
の
軍
隊
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
兵
士

の
小
集
団
に
よ
る
二
度
の
絶
望
的
な
攻
撃
は
、
惨
め
な
敗
走
劇
と
い

う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
郭
懐
一
傘
下
の
農
民
の
よ

う
に
、
マ
ス
ケ
ッ
ト
射
撃
で
中
国
人
を
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
港
の
中
の
四
隻
の
オ
ラ
ン
ダ
船
が
国
姓
爺
の

ジ
ャ
ン
ク
船
と
激
し
い
戦
い
を
始
め
た
が
、
そ
れ
は
一
隻
の
船
の
弾

薬
貯
蔵
庫
が
爆
発
し
、
残
り
三
隻
が
公
海
へ
敗
走
す
る
こ
と
で
終

わ
っ
た
。
五
月
の
終
わ
り
頃
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
は
た
だ
「
ゼ
ー
ラ
ン

デ
ィ
ア
城
」
だ
け
を
占
領
し
、
維
持
し
て
い
る
だ
け
に
な
っ
た
。
夏

に
は
多
少
の
援
軍
が
来
た
が
、
こ
れ
は
中
国
の
軍
隊
に
何
か
を
す
る

た
め
に
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
任
命
さ
れ
た
コ
イ
エ
ッ
ト
の
後
任

が
来
た
が
、状
況
を
見
る
と
一
目
散
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
逃
げ
去
っ
た
。

国
姓
爺
の
軍
隊
は
台
湾
の
大
部
分
の
居
住
地
で
彼
ら
の
支
配
を
強
化

し
、
何
人
か
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
教
師
、
宣
教
師
や
そ
の
他
の
捕
虜
た

ち
を
殺
し
、
彼
ら
の
妻
を
将
校
に
分
配
し
た
。
一
六
六
二
年
二
月
一

日
、
そ
の
城
は
降
伏
し
た
。
コ
イ
エ
ッ
ト
は
、
彼
に
は
他
に
残
さ
れ

た
も
の
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
降
伏
の
犠
牲
に
な
っ
た
。

　
オ
ラ
ン
ダ
人
は
一
六
六
四
年
か
ら
一
六
六
八
年
ま
で
再
び
基
隆
を

占
領
し
た
。
こ
れ
は
あ
る
種
喜
劇
的
な
最
終
章
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

オ
ラ
ン
ダ
領
台
湾
史
で
最
も
主
要
な
課
題
が
再
び
浮
か
び
上
が
っ
て

き
た
。
基
隆
は
清
朝
と
の
貿
易
、
お
よ
び
鄭
氏
政
権
と
の
海
上
戦
争

の
前
哨
地
と
し
て
再
び
占
領
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
つ
の
分
野
の
ど
ち

ら
に
お
い
て
も
、
何
も
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
三
〇
〇
人
に
も
み
た

な
い
守
備
隊
は
劣
悪
な
気
候
と
果
て
し
な
く
続
く
人
的
抗
争
に
悩

ま
さ
れ
て
い
た
。
一
六
六
六
年
五
月
に
お
き
た
三
〇
〇
〇
人
か
ら

六
〇
〇
〇
人
も
の
鄭
氏
の
軍
隊
に
よ
る
襲
撃
が
、
か
ろ
う
じ
て
彼
ら

を
結
束
さ
せ
た
。
鄭
氏
の
軍
隊
は
、
多
分
、
あ
ま
り
に
も
人
数
格
差

が
あ
る
の
に
反
撃
さ
れ
た
こ
と
に
驚
き
、
ま
た
、
長
期
の
占
領
の
た

め
に
十
分
な
装
備
も
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
一
〇

日
後
に
撤
退
し
た
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
立
場
は
、
先
住
民

と
の
抗
争
、
お
よ
び
鄭
氏
の
手
先
が
村
に
潜
入
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
次
第
に
弱
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
結
局
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は

一
六
六
八
年
一
〇
月
に
撤
退
し
た）
11
（

。

期
待
と
誤
解
、
一
六
六
二
～
一
六
九
〇
年

　
清
帝
国
の
初
期
の
支
配
階
級
は
、
そ
の
中
か
ら
皇
帝
の
一
族
、
高

級
官
僚
の
大
部
分
、
軍
隊
の
指
揮
官
、
そ
し
て
恐
る
べ
き
騎
馬
隊
を
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輩
出
し
た
中
国
の
民
族
で
な
い
満
州
族
、
中
国
が
急
襲
さ
れ
る
以
前

に
満
州
族
へ
投
降
し
た
満
州
地
区
の
中
国
人
、
そ
し
て
、
も
っ
と
後

に
明
朝
か
ら
離
反
し
た
者
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
海
上
で
の

経
験
を
い
く
ら
か
持
っ
て
い
た
の
は
彼
ら
の
う
ち
の
ほ
ん
の
少
数
の

者
だ
け
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
国
姓
爺
の
海
か
ら
の
脅
威
に
対
し
て
、

は
じ
め
は
、
次
第
に
厳
格
な
海
上
貿
易
の
規
制
措
置
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
中
国
の
南
部
沿
岸
全
域
か
ら
退
去

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
し
た
。
彼
ら
は
、
二
隻
の
船
が
包
囲
さ

れ
た
台
湾
か
ら
福
建
の
港
へ
入
港
し
た
一
六
六
一
年
一
一
月
ま
で
、

沿
岸
部
の
す
ぐ
近
く
に
い
た
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
と
協
力
す
る
こ
と
の
利

点
を
考
慮
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
何
も

取
り
決
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
一
六
六
二
年
六
月
、
オ
ラ
ン
ダ
の

艦
隊
が
「
国
姓
爺
の
血
に
飢
え
た
怒
り
に
対
す
る
報
復
の
た
め
に
」、

ま
た
、
国
姓
爺
に
対
抗
し
て
清
と
同
盟
を
結
ぶ
た
め
に
戻
っ
て
き
た

時
、
そ
の
考
え
は
清
の
役
人
た
ち
に
と
っ
て
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
も
の
で
は
な
か
っ
た）
1（
（

。

　
東
イ
ン
ド
会
社
は
一
六
六
二
年
、
一
六
六
三
年
、
一
六
六
四
年
に

バ
ル
タ
ー
サ
ル
・
ボ
ル
ト
〈Balthasar Bort

〉
に
率
い
ら
れ
た
艦

隊
を
送
っ
た
。
彼
ら
は
、
一
六
六
三
年
一
一
月
、
福
建
の
海
岸
沿

い
に
あ
っ
た
鄭
氏
の
駐
屯
地
を
襲
撃
し
、
清
が
鄭
氏
の
軍
隊
を
厦

門
、
金
門
島
か
ら
撃
退
す
る
こ
と
を
助
け
た
。
し
か
し
、
一
六
六
四

年
一
二
月
に
は
、
清
の
艦
隊
が
海
洋
か
ら
再
び
帰
っ
て
来
て
し
ま
っ

た
た
め
、
台
湾
を
協
力
し
て
攻
撃
す
る
計
画
が
水
泡
に
帰
し
た
こ
と

を
知
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
人
と
清
は
互
い
に
と

て
も
厄
介
な
信
頼
で
き
な
い
盟
友
で
あ
る
と
気
付
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ

人
は
鄭
氏
の
軍
隊
と
基
地
に
で
き
る
だ
け
早
く
、
で
き
る
だ
け
多

く
の
損
害
を
与
え
た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
清
は

一
六
六
二
年
の
国
姓
爺
の
死
と
そ
れ
に
続
く
激
し
い
後
継
者
争
い
の

果
て
に
、
鄭
氏
の
軍
隊
の
大
半
が
平
和
的
に
降
伏
す
る
こ
と
を
望
ん

だ
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
時
間
が
か
か
り
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
こ
の
す

べ
て
の
過
程
が
敵
を
打
ち
負
か
す
チ
ャ
ン
ス
を
み
す
み
す
逃
し
、
敵

と
臆
病
な
交
渉
を
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
清
は
オ

ラ
ン
ダ
人
を
「
急
ぎ
す
ぎ
」
と
み
な
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
鄭
氏
の
駐

屯
地
を
勝
手
に
攻
撃
し
た
時
に
は
協
力
す
る
用
意
が
な
か
っ
た
。

　
一
六
六
三
年
一
一
月
の
履
門
や
金
門
島
周
辺
で
の
大
規
模
な
交
戦

に
お
い
て
、
や
っ
と
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鄭
氏
の
艦
隊
に
対

す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
攻
撃
や
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の

艦
船
や
大
砲
が
引
き
起
こ
し
た
驚
き
が
、
激
し
く
戦
っ
た
清
の
勝
利

と
な
る
は
ず
の
も
の
を
全
面
的
な
殺
戮
劇
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
協
力
の
た
め
の
合
意
に
お
い
て
は
、
履
門
や
金
門
島
を
占

領
し
た
後
に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
貿
易
特
権
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
取
り

決
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
清
の
官
僚

制
で
は
、
物
事
は
最
初
に
見
え
た
も
の
よ
り
も
よ
り
複
雑
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
は
じ
め
は
一
六
六
三
～
一
六
六
四
年
の
船
舶
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の
積
荷
の
販
売
に
つ
い
て
の
み
承
認
さ
れ
、
そ
の
後
二
年
毎
に
貿
易

用
輸
送
品
の
販
売
が
承
認
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
一
六
六
四
年
に
、

計
画
さ
れ
た
が
つ
い
に
は
失
敗
し
た
台
湾
へ
の
遠
征
に
彼
ら
の
参
加

を
容
易
に
す
る
た
め
の
特
別
な
恩
恵
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
認
可
な
し

に
貿
易
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
中
国
人
が

特
権
を
与
え
ら
れ
た
何
人
か
の
商
人
に
だ
け
オ
ラ
ン
ダ
人
と
貿
易
を

行
う
承
認
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
絶
え
ず
不
満
を
言
い
、
彼

ら
が
官
僚
側
の
遅
れ
や
言
い
逃
れ
に
遭
遇
し
た
時
に
は
し
ば
し
ば
横

柄
に
な
り
、
苛
立
っ
た
。
一
六
六
五
年
に
は
、
彼
ら
は
貿
易
使
節
団

の
み
を
派
遣
し
、
戦
艦
を
全
く
派
遣
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

外
面
上
穏
や
か
な
年
は
、
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
の
脆
い
友
好
関
係
の
終

わ
り
を
意
味
し
た
。
中
国
の
伝
統
的
な
外
国
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕

方
は
、
と
り
わ
け
管
理
的
で
官
僚
的
で
あ
っ
た
。
中
国
人
は
、
外
国

人
と
の
接
触
を
細
か
く
定
義
さ
れ
た
ル
ー
ト
や
規
則
に
よ
っ
て
制
限

す
る
こ
と
に
努
め
、
臣
下
が
貿
易
の
認
可
を
求
め
た
す
べ
て
の
君

主
に
対
し
、
決
め
ら
れ
た
期
間
に
使
節
を
送
る
こ
と
を
求
め
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
則
は
、
清
の
官
僚
制
度
の
新
た
な
活
性
化

や
、
彼
ら
が
海
上
貿
易
の
全
て
の
形
態
に
厳
密
な
管
理
を
行
う
よ
う

に
な
っ
た
結
果
、
こ
の
時
期
に
、
さ
ら
に
大
幅
に
厳
し
く
な
っ
た
。

デ
・
ホ
イ
エ
ル
や
デ
・
ケ
イ
ゼ
ル
が
大
使
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た

時
に
、
八
年
毎
に
大
使
を
派
遣
し
て
も
よ
い
と
い
う
「
特
権
」
を
与

え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
一
六
六
四
年
に
再
び
使
節
が
派
遣
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
一
六
六
四
年
と

一
六
六
五
年
に
使
節
を
伴
わ
ず
に
現
れ
た
時
、 

彼
ら
は
中
国
の
役
人

か
ら
、
使
節
を
送
る
ま
で
、
も
は
や
貿
易
を
行
う
許
可
は
与
え
ら
れ

な
い
と
告
げ
ら
れ
た
。
そ
の
上
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

の
船
舶
を
、
一
つ
は
、
当
時
、
主
と
し
て
彼
ら
の
港
と
し
て
使
わ
れ

て
い
た
福
州
へ
、
他
の
一
つ
を
厦
門
湾
へ
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国

人
の
感
情
を
害
し
た
。
厦
門
に
停
泊
し
て
い
た
船
と
、
後
に
福
州
へ

来
航
し
た
数
隻
の
船
は
、貿
易
許
可
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

極
め
て
悪
い
こ
と
に
、基
隆
か
ら
出
航
し
た
一
隻
の
オ
ラ
ン
ダ
船
が
、

日
本
か
ら
航
海
し
て
来
た
裕
福
な
鄭
氏
の
貿
易
用
ジ
ャ
ン
ク
船
を
追

跡
し
、
打
ち
負
か
そ
う
と
し
て
、
さ
ら
に
北
へ
航
行
し
た
。
乗
組
員

は
、
ノ
ル
マ
ン
人
が
い
く
つ
か
の
フ
ラ
ン
ス
修
道
院
で
行
っ
た
よ
う

に
、
偉
大
な
仏
教
の
巡
礼
の
島
、
普
陀
山
〈P’u-t’o-shan

〉
の
い

く
つ
か
の
寺
院
を
略
奪
し
た
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
事
件
と
、
北
京
の
宮
廷
に
送
ら
れ
た
こ
の
こ
と
に

関
す
る
報
告
に
つ
い
て
聞
い
た
と
き
、
福
州
の
官
吏
は
非
常
に
立
腹

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
即
座
に
処
置
を
と
る
こ
と
は
し
な

か
っ
た
。一
六
六
六
年
一
月
に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
福
州
を
出
発
し
た
時
、

彼
ら
は
使
節
団
を
伴
わ
ず
し
て
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
警

告
さ
れ
た
。
こ
の
年
に
起
き
た
他
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ま
た
、
皇
帝
へ
の
上
奏
文
の
中
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
確
実
に
戻
っ

て
き
て
再
び
厄
介
事
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
と
高
官
が
警
告
し
た
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
点
で
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
貿
易
特
権
は
取

り
消
さ
れ
ず
、
宮
廷
が
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ル
ン
指
揮
下
の
オ
ラ
ン
ダ
使

節
が
到
着
し
た
こ
と
を
聞
い
た
一
六
六
六
年
末
に
取
り
消
さ
れ
た
。

北
京
に
お
け
る
政
治
面
の
変
化
と
オ
ラ
ン
ダ
人
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

厄
介
事
に
つ
い
て
の
他
の
調
査
が
こ
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
極
度
に
簡
潔
に
、
そ
れ
以
上
詳
し
い
説

明
も
な
い
ま
ま
こ
の
取
り
消
し
を
通
告
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
以
前

締
結
し
た
契
約
に
対
す
る
違
反
で
あ
る
と
考
え
た
。一
方
、清
に
と
っ

て
は
、
こ
れ
は
宮
廷
が
一
方
的
に
与
え
た
許
可
を
オ
ラ
ン
ダ
人
の
不

行
跡
に
よ
る
当
然
の
措
置
と
し
て
撤
回
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
許
可
を
得
る
た
め
、
ピ
ー
テ
ル
・

フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ル
ン
〈Pieter van H

oorn
〉
の
指
揮
の
も
と
に
お

金
を
か
け
た
、
印
象
深
い
、
周
到
に
準
備
さ
れ
た
使
節
を
派
遣
す
る

と
い
う
東
イ
ン
ド
会
社
の
試
み
は
初
め
か
ら
失
敗
す
る
運
命
に
あ
っ

た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
本
当
に
重
要
な
の
は「
六
ヵ
月
を
必
要
と
し
、

何
マ
イ
ル
も
陸
路
と
同
じ
く
水
路
を
通
っ
て
三
七
の
都
市
、
三
三
五

の
村
、
三
四
の
寺
院
を
通
り
過
ぎ
た
」
福
州
か
ら
北
京
へ
の
長
く
、

魅
力
的
な
旅
の
詳
細
な
報
告
に
あ
る）
11
（

。
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
オ
ラ
ン

ダ
人
た
ち
が
全
く
迷
わ
ず
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
朝
貢
使
節
を
め

ぐ
る
お
決
ま
り
の
儀
式
の
稀
に
見
る
明
確
な
描
写
と
、
一
七
二
二
年

ま
で
統
治
し
た
優
れ
た
若
き
康
煕
帝
〈K

’ang-hsi

〉
に
つ
い
て
外

国
人
が
書
い
た
最
初
の
記
述
の
一
つ
に
出
会
う
。
彼
ら
は
皇
帝
を

一
六
才
と
考
え
た
が
、
実
際
に
は
彼
は
ま
だ
一
三
才
で
あ
り
、
既
に

権
力
を
手
に
入
れ
始
め
て
い
た
。
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
贈
っ
た
馬
に

と
り
わ
け
魅
了
さ
れ
、
そ
れ
を
見
て
は
頻
繁
に
ほ
ほ
え
ん
だ）
11
（

。

　
一
六
六
七
年
の
夏
に
使
節
団
を
迎
え
る
た
め
に
来
た
船
は
貿
易
を

行
う
許
可
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
六
六
八
年
に
広
州
へ
派
遣
し
た

二
隻
の
船
は
ご
く
少
量
の
商
品
の
み
を
売
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
無

許
可
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
東
イ
ン
ド
会
社
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
と

中
国
と
の
貿
易
を
一
六
七
六
年
ま
で
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
自
由
市
民（〔
東

イ
ン
ド
〕
会
社
に
勤
め
て
い
な
い
自
由
な
住
民
）、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の

中
国
人
、
そ
し
て
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
任
せ
た
。

　
中
国
で
の
大
き
な
問
題
に
よ
っ
て
、
貿
易
を
再
開
す
る
に
は
新
し

い
障
害
が
生
じ
た
。
一
六
七
三
年
か
ら
一
六
七
五
年
の
間
に
、
征

服
戦
争
の
間
に
清
に
仕
え
て
い
た
三
人
の
重
要
な
中
国
人
の
将
軍

が
「
三
藩
の
乱
」
の
際
に
満
州
の
支
配
者
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し

た
。
国
姓
爺
の
息
子
、
鄭
経
〈C

heng Ching

〉
は
す
ぐ
に
福
建

で
反
乱
者
た
ち
の
味
方
を
し
、
厦
門
お
よ
び
隣
接
し
た
沿
岸
地
方
を

奪
還
し
た
。
一
六
七
五
年
、
福
建
と
広
東
の
反
乱
者
た
ち
は
書
簡
を

バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
送
り
、
そ
の
中
で
貿
易
船
を
派
遣
す
る
よ
う
オ
ラ
ン

ダ
人
に
す
す
め
、
鉛
、
硫
黄
、
硝
石
と
い
っ
た
戦
争
必
要
品
の
購
入

に
非
常
に
大
き
な
関
心
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
六
七
六

年
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
広
州
に
も
福
州
に
も
船
を
派
遣
し
た
。
広
州
で

彼
ら
は
政
治
的
な
不
安
定
さ
が
貿
易
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
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を
知
り
、
一
六
八
一
年
ま
で
貿
易
を
行
う
た
め
の
さ
ら
な
る
努
力
を

し
な
か
っ
た
。
福
州
に
お
い
て
彼
ら
は
反
乱
者
た
ち
の
統
治
の
崩
壊

と
、
清
に
よ
る
再
占
領
に
驚
か
さ
れ
た
が
、
後
に
、
彼
ら
は
清
も
ま

た
軍
事
物
資
の
調
達
と
、
鄭
経
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
海
上
で
の

支
援
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
一
六
七
七
年
か

ら
一
六
八
一
年
ま
で
、
こ
こ
か
ら
福
州
に
お
け
る
商
取
引
と
政
治
的

交
渉
が
進
み
、
一
六
七
九
～
一
六
八
〇
年
に
は
三
人
の
清
の
下
級
役

人
が
使
節
と
し
て
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
送
ら
れ
さ
え
し
た
。
し
か
し
、
オ

ラ
ン
ダ
人
は
、
六
〇
年
代
と
同
じ
く
清
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
な
い
よ

う
、
再
び
支
援
を
し
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
清
の

指
導
者
た
ち
は
オ
ラ
ン
ダ
の
支
援
を
求
め
る
要
請
に
関
し
て
意
見
の

統
一
も
な
け
れ
ば
首
尾
一
貫
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
六
八
〇
年
、

彼
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
助
け
な
し
で
鄭
氏
の
軍
隊
を
厦
門
か
ら
追
い

出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
海
上
で
の
支
援
を
貿
易
特
権
と
交
換
す
る
は

ず
で
あ
っ
た
協
定
を
結
ぶ
最
後
の
機
会
は
な
く
な
っ
た
。「
三
藩
の

乱
」
の
最
後
の
反
乱
者
は
一
六
八
一
年
に
殺
さ
れ
た
。
一
六
八
三
年

に
清
は
台
湾
を
征
服
し
た
。

　
東
イ
ン
ド
会
社
は
中
国
沿
岸
部
に
お
け
る
貿
易
を
一
六
九
〇
年
ま

で
続
け
た
が
、そ
の
投
資
額
も
利
益
も
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

彼
ら
は
一
六
八
四
年
に
海
上
貿
易
が
法
的
に
認
可
さ
れ
た
中
国
人
商

人
と
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
急
速
に
激
化
し
た
競
争

に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
く
つ
か
の
分
野
で
は
、
マ
カ
オ

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
さ
え
貿
易
上
の
手
強
い
競
争
相
手
で
あ
り
続
け

た
。
イ
ギ
リ
ス
の
拡
大
は
、そ
の
大
部
分
を
、マ
ド
ラ
ス
〈M

adras

〉

に
い
た
会
社
の
職
員
が
個
人
貿
易
商
と
し
て
努
力
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
い
た
。
こ
れ
は
、
た
び
た
び
会
社
の
職
員
に
裏
切
ら
れ
て
い
た
東

イ
ン
ド
会
社
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
新
た
な

貿
易
の
機
会
を
見
つ
け
る
た
め
会
社
の
職
員
に
個
人
的
な
旅
行
を

許
可
す
る
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
し
な
か
っ

た
。
一
六
八
四
年
か
ら
一
六
八
五
年
に
か
け
て
清
と
の
海
上
貿
易
が

合
法
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
税
と
貿
易
規
制
が
導
入
さ
れ
た

が
、
そ
れ
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
人
に
と
っ
て
さ
ら
な
る
重
荷
で
あ
り
、
か

つ
怒
り
の
原
因
と
な
っ
た
。
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
パ
ー
ツ
〈Vincent 

Paets

〉
に
率
い
ら
れ
た
第
三
次
使
節
団
は
一
六
八
五
～
一
六
八
七

年
に
、
貿
易
状
況
を
よ
く
す
る
こ
と
に
関
し
て
何
も
成
果
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た）
11
（

。

　
一
六
九
〇
年
に
は
、
東
イ
ン
ド
会
社
は
つ
い
に
一
隻
の
船
も
中
国

に
派
遣
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
攻
撃
の
可

能
性
に
備
え
て
バ
タ
ヴ
ィ
ア
を
防
衛
す
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
多
く

の
船
を
使
う
こ
と
を
望
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
通
常
の
貿
易
は
、

一
七
二
八
～
一
七
二
九
年
に
や
っ
と
再
開
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
、
バ

タ
ヴ
ィ
ア
と
中
国
と
の
間
の
貿
易
は
中
国
の
ジ
ャ
ン
ク
船
と
、
時
に

は
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ
て
送
ら
れ
た
船
団
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
い
た
。
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ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
中
国
人

　
ジ
ャ
ワ
、
ス
マ
ト
ラ
〈Sum

atra

〉
お
よ
び
マ
レ
ー
半
島
の
港
に

お
い
て
は
、
中
国
人
は
オ
ラ
ン
ダ
人
に
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
も
先
行

し
て
い
た
。
特
に
バ
ン
テ
ン
で
は
彼
ら
は
多
大
な
影
響
力
を
持
っ
て

い
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
そ
の
地
域
の
海
外
貿
易
、
胡
椒
生
産
と
ア

ラ
ッ
ク
酒
の
醸
造
所
の
大
半
を
支
配
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
オ
ラ

ン
ダ
人
、
中
国
人
お
よ
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
バ
ン
テ
ン
の
胡
椒
輸
出

の
取
り
分
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
競
争
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
不
信
感

や
衝
突
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
六
一
九
年
の
バ
タ

ヴ
ィ
ア
設
立
後
、
ヤ
ン
・
ピ
ー
テ
ル
ス
〔
ゾ
ー
ン
〕・
ク
ー
ン
は
中

国
人
が
、
彼
の
「
若
い
共
和
国
」
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
入
植
者
で

あ
る
と
同
時
に
、
競
争
相
手
で
も
あ
る
こ
と
に
気
付
き
始
め
た
。
オ

ラ
ン
ダ
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
「
我
が
国
の
人
間
の
く
ず
」
に
比
べ
る

と
、
中
国
人
は
誠
実
で
、
勤
勉
且
つ
有
能
な
商
人
、
職
人
あ
る
い
は

農
夫
で
あ
る
よ
う
に
み
え
た
。
ク
ー
ン
は
、
会
社
の
利
益
が
そ
れ
を

要
求
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
ア
ジ
ア
人
を
奴
隷
に
し
た
り
、
根
絶

や
し
に
す
る
こ
と
も
躊
躇
わ
な
か
っ
た
が
、「
カ
ピ
テ
ン
・
ベ
ン
コ

ン
」
の
客
と
し
て
彼
の
も
と
で
何
夜
も
過
ご
し
、
何
度
も
ア
ド
バ
イ

ス
を
求
め
た
。
ベ
ン
コ
ン
は
会
社
の
参
事
会
〈het College van 

Schepenen der Com
pagnie

〉
の
一
員
で
あ
り
、
彼
の
後
継
者

た
ち
も
同
じ
く
一
六
六
六
年
ま
で
こ
の
役
職
を
担
当
し
た
。
彼
は
、

一
六
四
〇
年
に
資
産
管
理
委
員
会
〈het College van Boedel-

m
eesterem

〉
の
メ
ン
バ
ー
に
任
命
さ
れ
た
二
人
の
中
国
人
の
う
ち

の
一
人
だ
っ
た
。
後
の
中
国
人
カ
ピ
テ
ン
た
ち
は
、
異
な
る
人
数
の

補
佐
役
の
支
援
を
受
け
た
が
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
中
国
人
社
会
は
単
独

の
指
導
者
の
も
と
に
あ
り
、
こ
れ
は
、
台
湾
の
一
〇
人
か
ら
な
る
中

国
人
共
同
体
評
議
会
〈Raad van de Chinese gem

eenschap

〉

と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
外
国
の
諸
港
市
に
お
い
て
自
国
民
に
対
し

て
責
任
を
持
ち
、
そ
の
管
理
も
行
っ
て
い
た
単
独
指
導
者
に
よ
る
組

織
は
、
ア
ジ
ア
で
は
長
き
に
わ
た
っ
て
存
続
し
て
い
た
。
そ
れ
が
単

に
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
い
く
ら
か
の
新
し
い
法

的
規
定
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
中
国
人
は
、
台
湾
に
お
け
る
と

同
様
に
、
人
頭
税
を
払
っ
た
が
、
こ
れ
は
他
の
多
く
の
税
金
と
同
じ

く
中
国
人
徴
税
人
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
。
四
〇
年
代
以
降
、
中
国

人
企
業
家
と
労
働
者
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
周
辺
地
域
で
の
砂
糖
生
産
を
急

速
に
拡
大
し
た
。
一
六
五
二
年
に
は
、
そ
れ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
領
台
湾

の
数
年
分
に
匹
敵
し
、
一
七
一
〇
年
頃
に
は
生
産
量
は
一
六
五
二
年

の
五
倍
に
達
し
た
。
ジ
ャ
ワ
の
経
済
的
、
政
治
的
状
況
は
、
台
湾
の

そ
れ
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
二
つ
の
地
域
に
お
け
る

中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
関
係
は
、
多
く
の
点
で
驚
く
べ
き
一
致
を
示
し
た）
11
（

。

　
一
六
四
四
年
以
降
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
中
国
人
移
民
は
、
中
国
沿

岸
で
起
こ
っ
た
戦
争
の
影
響
で
恐
ら
く
減
少
し
た
。
ヨ
ア
ン
・
マ
ー

ツ
ァ
イ
ケ
ル
〈Joan M

aetsuiker

〉
の
統
治
は
、
中
国
人
に
対
し

て
、彼
の
前
任
者
と
比
べ
て
あ
ま
り
肯
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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一
六
八
四
年
に
中
国
の
外
国
貿
易
が
法
的
に
認
め
ら
れ
た
後
、
中
国

人
移
民
は
再
び
増
加
し
始
め
た
。
一
六
八
九
年
頃
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の

住
民
は
、
押
し
込
み
強
盗
の
数
が
増
大
し
た
こ
と
に
つ
い
て
苦
情
を

言
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
ら
は
こ
れ
を
貿
易
用
ジ
ャ
ン
ク
船
で
到
来

し
、
然
る
べ
き
生
活
手
段
を
持
た
な
い
多
数
の
中
国
人
が
原
因
で
あ

る
と
し
た
。
一
六
九
〇
年
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
当
局
は
、
一
六
八
三
年
以

降
に
来
航
し
た
す
べ
て
の
中
国
人
は
カ
ピ
テ
ン
や
中
国
人
共
同
体
の

そ
の
他
の
権
力
者
の
も
と
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、

権
力
者
た
ち
が
彼
ら
の
信
頼
性
を
保
障
し
な
い
限
り
は
長
期
滞
在
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
を
命
じ
た
。
一
六
九
〇
年
や
そ
れ
以
降
に
ジ
ャ

ン
ク
船
で
来
航
し
た
ほ
と
ん
ど
全
て
の
中
国
人
は
、
同
じ
年
に
再
び

出
航
す
る
こ
と
を
勧
告
さ
れ
た
。
中
国
人
移
民
を
監
督
下
に
置
く
た

め
に
な
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
そ
の
後
の
多
く
の
試
み
と
同
様

に
、
全
く
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
部
分
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人

官
吏
へ
の
賄
賂
が
効
い
た
結
果
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
東
イ
ン
ド
会

社
は
、
中
国
人
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
製
糖
所
の
製
品
や
、
中

国
人
ジ
ャ
ン
ク
船
で
の
貿
易
も
必
要
と
し
て
お
り
、
製
糖
所
向
け
の

労
働
力
の
供
給
や
ジ
ャ
ン
ク
船
の
船
長
と
の
良
好
な
関
係
を
危
険
に

陥
ら
せ
う
る
よ
う
な
こ
と
を
少
し
で
も
行
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
イ
ン
ド
評
議
会
は
は
っ
き
り
し
な
い
方
針
を
と
り
続
け

た
。
中
国
人
を
恐
れ
な
が
ら
も
同
時
に
必
要
と
し
て
い
た
た
め
で
あ

る
。
中
国
商
人
が
外
国
と
結
び
つ
く
こ
と
や
政
権
を
密
か
に
破
壊
す

る
活
動
の
危
険
を
恐
れ
た
清
朝
政
権
が
一
七
一
七
年
か
ら
一
七
二
二

年
ま
で
ジ
ャ
ン
ク
船
の
海
外
渡
航
を
禁
止
し
た
後
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の

権
力
者
た
ち
は
、
安
堵
の
溜
息
と
も
に
貿
易
の
再
開
を
歓
迎
し
た
。

そ
し
て
彼
ら
は
、
以
前
よ
り
も
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
中
国
人
に
よ
り
多
く

の
恩
恵
を
与
え
、
移
民
の
制
限
に
関
す
る
彼
ら
自
身
の
措
置
を
無
視

し
た
。公
式
に
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
や
郊
外
に
お
け
る
中
国
人
の
人
口
は
、

一
六
八
二
年
に
は
約
三
〇
〇
〇
人
、
一
七
一
九
年
に
は
四
〇
〇
〇
人

に
達
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
増
加
は
も
っ
と
急
速
だ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
中
国
人
製
糖
所
の
数
が
最
も
多
く
あ
っ
た
バ
タ
ヴ
ィ
ア
周
辺

の
農
村
地
帯
に
お
け
る
公
式
な
デ
ー
タ
で
は
、
一
七
一
九
年
に
は

七
五
五
〇
人
だ
っ
た
も
の
が
一
七
三
九
年
に
は
一
万
五
七
四
人
に
増

加
し
た
と
の
報
告
が
あ
り
、
こ
の
数
も
お
そ
ら
く
少
な
く
見
積
も
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
常
に
ジ
ャ
ワ
島
の
他
地
域
、
特
に
東
岸

に
定
住
し
た
多
数
の
移
民
が
存
在
し
た
。
農
村
地
帯
の
多
く
の
中
国

人
は
製
糖
所
に
働
き
に
行
っ
た
が
、
現
地
で
は
窃
盗
や
そ
の
他
の
犯

罪
に
関
す
る
苦
情
が
次
第
に
増
加
し
、
そ
の
大
部
分
は
社
会
的
に
不

安
定
な
中
国
人
住
民
が
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
一
七
二
五
年
以
降

に
生
じ
た
バ
タ
ヴ
ィ
ア
周
辺
地
域
に
お
け
る
全
般
的
な
経
済
的
衰
退

に
よ
っ
て
、
中
国
人
に
と
っ
て
生
活
は
お
そ
ら
く
よ
り
困
難
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。一
七
二
九
年
以
降
、ど
の
中
国
人
も
二
レ
イ
ク
ス
ダ
ー

ル
デ
ル
〔
＝
五
ギ
ル
ダ
ー
〕
を
支
払
っ
て
「
許
可
証
」
を
購
入
す
る

義
務
を
負
っ
た
。
こ
の
規
則
は
、会
社
の
堕
落
し
た
職
員
に
よ
っ
て
、
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彼
ら
が
様
々
な
方
法
で
揺
す
り
取
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
。
都
市
に

お
い
て
は
カ
ピ
テ
ン
や
多
く
の
中
国
人
と
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
協
調
は

良
好
で
あ
っ
た
が
、
農
村
地
帯
で
は
オ
ラ
ン
ダ
人
は
よ
り
わ
ず
か
な

権
力
し
か
持
っ
て
お
ら
ず
、
中
国
人
も
友
好
の
度
合
い
が
き
わ
め
て

低
か
っ
た
。
派
閥
の
形
成
、
互
い
の
争
い
、
オ
ラ
ン
ダ
人
長
官
に
よ

る
思
慮
に
欠
け
た
政
策
が
、
一
六
五
〇
年
頃
の
台
湾
と
、
不
安
を
抱

か
せ
る
ほ
ど
類
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
完
全
な
も
の
に
し
た
。
こ
こ
で

の
最
大
の
相
違
は
、
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
待
っ
て
い
た
国

姓
爺
〔
の
よ
う
な
人
物
〕
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
も

し
ジ
ャ
ワ
人
の
王
侯
が
介
入
し
た
場
合
に
は
、
彼
ら
は
こ
れ
を
オ
ラ

ン
ダ
人
、
中
国
人
双
方
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
七
四
〇
年
七
月
二
五
日
、
イ
ン
ド
評
議
会
は
、
許
可
証
を
持

た
な
い
す
べ
て
の
中
国
人
は
治
安
官
〈schepenen
〉
の
尋
問
を
受

け
、
し
か
る
べ
き
生
計
の
手
段
を
持
た
な
い
者
は
セ
イ
ロ
ン
へ
追
放

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
令
を
下
し
た
。
こ
れ
は
、
ア
ド

リ
ア
ー
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ニ
ー
ル
〈Adriaan Valckenier

〉
総
督

の
派
閥
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
Ｇ
・
Ｗ
・
フ
ァ
ン
・
イ
ム
ホ
フ
男
爵

〈G
.W

. baron Van Im
hoff

〉
の
勧
告
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ

の
措
置
に
よ
り
、
許
可
証
を
持
つ
と
持
た
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

多
く
の
中
国
人
が
、
全
く
思
い
や
り
の
な
い
仕
方
で
捕
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
多
く
の
者
は
森
に
逃
げ
込
み
、
不
法
に
滞
在
し
て
い

る
同
胞
と
合
流
し
た
。
九
月
末
頃
に
は
農
村
で
多
く
の
騒
動
が
報
告

さ
れ
た
が
、
評
議
会
は
、
フ
ァ
ン
・
イ
ム
ホ
フ
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、

こ
れ
を
さ
ほ
ど
深
刻
に
は
と
ら
え
な
か
っ
た
。
同
胞
の
多
く
と
疎
遠

で
あ
っ
た
中
国
人
カ
ピ
テ
ン
は
、
状
況
の
深
刻
さ
を
十
分
に
認
識
し

て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
時
に
は
数
千
人
か
ら
な
っ
て
い
た
大
き

な
中
国
人
グ
ル
ー
プ
が
一
〇
月
八
日
の
夜
か
ら
九
日
に
か
け
て
市
壁

を
襲
撃
し
た
が
、
そ
の
直
前
の
数
日
の
間
に
、
や
っ
と
い
く
つ
か
の

防
衛
的
な
措
置
が
取
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
襲
撃
は
、
そ
の
後
一
〇
月

一
三
日
ま
で
時
折
起
こ
っ
た
襲
撃
と
同
じ
よ
う
に
、
中
国
人
が
う
ま

く
組
織
さ
れ
て
お
ら
ず
、
火
器
の
取
り
扱
い
に
全
く
経
験
が
な
か
っ

た
こ
と
が
主
な
理
由
で
、
撃
退
さ
れ
た
。
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
中
国
人
の

家
で
い
く
つ
か
の
武
器
が
発
見
さ
れ
、
群
衆
は
反
乱
に
全
く
関
係
が

な
か
っ
た
中
国
人
を
殺
し
、
彼
ら
の
家
を
略
奪
し
、
焼
き
払
い
始
め

た
。
市
中
に
お
け
る
襲
撃
と
そ
の
後
に
続
い
た
殺
戮
で
お
そ
ら
く
約

一
万
人
の
中
国
人
が
死
亡
し
た
で
あ
ろ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
軍
は
農
村
で

の
進
軍
に
ほ
と
ん
ど
抵
抗
を
受
け
な
か
っ
た
。
よ
り
よ
く
武
装
し
、

組
織
化
さ
れ
、
何
人
か
の
ジ
ャ
ワ
の
王
侯
の
支
援
を
受
け
た
他
の
中

国
人
の
武
装
戦
力
は
北
東
ジ
ャ
ワ
で
い
く
ら
か
勝
利
を
あ
げ
た
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
結
託
し
た
他
の
ジ
ャ
ワ
人
に
よ
っ

て
打
ち
負
か
さ
れ
た
。
こ
の
「
中
国
人
反
乱
」
は
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で

の
戦
闘
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
長
期
に
わ
た
る
ジ
ャ
ワ
人
対
オ
ラ

ン
ダ
人
の
闘
争
の
一
部
で
あ
っ
て
、
後
に
す
べ
て
の
関
係
者
が
そ
こ
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

で
中
国
人
を
犠
牲
と
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
・
イ
ム
ホ
フ
は
バ
タ

ヴ
ィ
ア
で
の
あ
や
ま
ち
と
殺
戮
の
責
任
を
フ
ァ
ル
ケ
ニ
ー
ル
に
負
わ

せ
よ
う
と
し
た
が
、
約
八
〇
年
前
に
、
台
湾
を
失
っ
た
全
責
任
を
コ

イ
エ
ッ
ト
に
負
わ
せ
た
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
権
力
者
た
ち
ほ
ど
に
は
成
功

し
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ル
ケ
ニ
ー
ル
は
、
延
々
と
続
い
た
告
発
と
反
論

の
間
、一
七
五
一
年
に
死
亡
す
る
ま
で
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
投
獄
さ
れ
た
。

バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
経
済
生
活
は
中
国
人
社
会
の
破
壊
に
よ
っ
て
多
大
な

損
害
を
受
け
た
。
し
か
し
、
中
国
で
の
ジ
ャ
ン
ク
船
貿
易
は
再
び
速

や
か
に
回
復
し
た
。
同
じ
よ
う
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
周
辺
地
域
で
の
砂
糖

生
産
も
再
び
戻
っ
て
き
た
が
、
一
七
四
〇
年
以
前
の
水
準
以
下
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
シ
ス

テ
ム
の
中
の
き
わ
め
て
多
く
の
分
野
で
、
中
国
人
は
彼
ら
の
重
要
な

任
務
を
再
開
し
、
そ
れ
を
次
第
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

カ
ン
ト
ン
シ
ス
テ
ム
〈K

anton-systeem

〉
の
中
の
オ
ラ
ン
ダ
人

　
一
八
世
紀
の
六
〇
年
代
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
中
国
の
茶

の
輸
出
は
一
七
二
〇
年
頃
の
一
〇
倍
に
増
加
し
、
一
八
三
〇
年
頃
に

は
一
七
六
〇
年
の
三
倍
に
な
っ
た
。
一
八
世
紀
に
初
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
は
ほ
か
の
大
陸
の
生
産
物
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
の
綿
、
モ
カ

〈M
ocha

〉
と
ジ
ャ
ワ
の
コ
ー
ヒ
ー
、
中
国
の
茶
、
そ
し
て
西
イ
ン

ド
の
砂
糖
の
、
非
常
に
大
規
模
な
買
い
手
と
な
っ
た
。
広
州
の
す
べ

て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
は
中
国
人
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
厳
し
く
監

視
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
つ
の
国
が
特
権
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
茶
に
対
す
る
多
国
籍

市
場
が
あ
り
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
輸
入
関
税
を
避
け
る
た
め
の

イ
ギ
リ
ス
へ
の
茶
の
密
輸
は
繁
栄
す
る
国
際
的
な
商
売
で
あ
り
、
そ

の
中
心
の
一
つ
が
ゼ
ー
ラ
ン
ト
〈Zeeland

〉
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

広
州
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
貿
易
は
多
く
の
点
で
イ
ギ
リ
ス
人
、

フ
ラ
ン
ス
人
、
そ
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
人
な
ど
の
そ
れ
に
類
似
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
、
こ
の
国
際
的
な
現
象
の
一
部
と
し
て
も
研
究
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る）
11
（

。

　
一
七
二
〇
年
頃
に
は
、
中
国
の
ジ
ャ
ン
ク
船
は
、
す
べ
て
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
船
が
広
州
か
ら
輸
出
し
た
合
計
量
と
同
じ
く
ら
い
の
量
の

茶
を
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
運
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
茶
の
一
部
は
会
社

に
よ
っ
て
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
買
わ
れ
、
母
国
に
船
で
送
ら
れ
た
。
し
か

し
、
よ
り
多
く
の
量
が
個
人
に
よ
っ
て
会
社
の
船
で
非
合
法
に
オ
ラ

ン
ダ
に
送
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
彼
ら
の
輸

入
品
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
に
輸
出
す
る
際
の
特
徴
で
あ
り
、さ
ら
に
、

「
大
い
な
る
」
広
州
へ
の
通
行
税
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
注
意

深
い
品
質
管
理
、
異
な
る
種
の
分
類
、
密
閉
し
た
梱
包
は
不
可
能
と

な
っ
た
。
従
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
茶
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
場
で
は
あ

ま
り
よ
い
成
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
バ
タ
ヴ
ィ
ア
当
局
は
中
国
に
船

を
送
る
用
意
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
ジ
ャ
ン
ク
船
貿

易
を
弱
め
た
く
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
中
国
へ
の
胡
椒
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の
輸
入
を
含
む
中
国
と
の
貿
易
関
係
を
作
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

新
し
く
設
立
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
エ
ン
デ
会
社
〈O

ostendse Com
-

pagnie
〉
も
ま
た
刺
激
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
、
一
七
二
八
年

以
降
広
州
へ
の
航
海
は
再
び
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
直
接
行
わ
れ
た
。
こ
の

方
法
で
、
会
社
は
よ
り
よ
い
品
質
の
茶
を
入
手
し
、
そ
れ
を
よ
り
早

く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
に
も
た
ら
し
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
バ
タ

ヴ
ィ
ア
当
局
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
妨
害
を
回
避
し
た
い
と
望
ん
だ
。
し

か
し
、
六
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
直
接
貿
易
の
シ
ス
テ
ム
は
止
め
ら

れ
、
一
六
九
〇
年
以
前
に
使
わ
れ
た
バ
タ
ヴ
ィ
ア
か
ら
中
国
へ
の
オ

ラ
ン
ダ
の
航
海
シ
ス
テ
ム
が
再
開
さ
れ
た
。
十
七
人
会
は
こ
の
方
法

で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
長
い
航
海
の
際
の
熟
練
商
人
の
高
い
給
料
に

よ
る
大
き
な
支
出
を
節
約
し
、
胡
椒
や
他
の
熱
帯
の
産
物
を
販
売
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
ン
貿
易
〈K
anton-handel
〉
に
投
資
さ

れ
た
銀
貨
の
総
額
を
減
ら
す
こ
と
を
望
ん
だ
。
バ
タ
ヴ
ィ
ア
当
局
は

こ
の
時
期
に
は
前
の
数
年
と
比
べ
て
、
こ
れ
ら
の
航
海
を
行
う
こ
と

に
よ
り
積
極
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
向
転
換
の
理
由
は
全
く

は
っ
き
り
し
な
い
。

　
広
州
で
の
貿
易
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
船
の
積
載
量
の
増
加
と
、

直
接
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
と
中
国
を
航
海
し
た
時
代
（
一
七
三
四
～

一
七
五
四
年
）
の
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
茶
の
輸
出
の
増
加
は
、
イ
ギ
リ

ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
競
争
相
手
の
そ
れ
よ
り
も
、
ま
た
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
合
計
量
の
増
大
よ
り
も
、
さ
ら
に
急
速
に
起
こ
っ
た）
11
（

。
し
か
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
場
で
オ
ラ
ン
ダ
の
輸
入
製
品
は
よ
り
粗
悪
で
あ
る

と
み
な
さ
れ
、
広
州
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
財
政
報
告
の
詳
し
い
調
査
で

は
い
く
つ
か
の
非
常
に
注
目
す
べ
き
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
胡

椒
は
広
州
で
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
ジ
ャ
ン
ク
船
へ
販
売
さ
れ
る
ほ
ど
の

利
益
を
あ
げ
て
お
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
中
国
商
人
に
前
払
い
し
、

そ
の
取
引
を
早
く
進
め
さ
せ
る
た
め
に
ま
す
ま
す
多
く
の
銀
を
費
や

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
堕
落
し
た
雰
囲
気
の

中
に
い
る
人
々
の
改
善
は
全
く
期
待
で
き
ず
―
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

十
七
人
会
の
書
簡
は
苦
々
し
く
語
っ
て
い
る
の
だ
が
―
一
七
五
六
年

に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
広
州
へ
の
直
接
の
航
海
が
再
開
さ
れ
た
。
七
年
戦

争
の
間
、
中
国
で
の
オ
ラ
ン
ダ
の
航
海
は
、
他
の
中
立
国
の
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
一
定
し
な
か
っ
た
。
一
七
六
三
年
か
ら
一
七
七
七
年
ま

で
の
平
和
的
な
拡
大
を
み
た
新
た
な
時
代
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の
貿
易
は

再
び
発
展
を
始
め
た
が
、
戦
前
の
水
準
と
比
較
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス

人
や
イ
ギ
リ
ス
人
の
貿
易
ほ
ど
急
速
で
は
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
独

立
戦
争
の
た
め
中
断
し
た
後
、
貿
易
は
一
七
七
〇
～
一
七
七
七
年
の

水
準
を
少
し
下
回
っ
て
い
た
が
、
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
貿
易
は
非

常
に
急
速
に
増
大
し
た
。
東
イ
ン
ド
会
社
の
最
終
的
な
解
散
と
フ

ラ
ン
ス
の
戦
争
が
オ
ラ
ン
ダ
の
対
中
国
貿
易
に
と
っ
て
と
ど
め
の

一
撃
と
な
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
一
七
八
五
～
一
七
九
一
年
と

一
八
二
八
～
一
八
三
三
年
に
茶
の
輸
出
を
倍
増
し
た
。

　
前
述
の
大
部
分
と
一
七
五
六
年
以
降
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
デ
ー
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タ
は
非
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
献
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
広
州

オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
原
本
の
日
記
は
ハ
ー
グ
の
国
立
公
文
書
館〈Alge-

m
een Rijksarchief

〉
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
滅
多
に
参
照
さ

れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
オ
ラ
ン
ダ
の
貿
易
と
オ
ラ
ン
ダ
商

館
の
内
部
の
事
柄
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
た

ち
は
そ
の
周
辺
、
取
り
巻
く
人
々
、
彼
ら
が
従
っ
た
中
国
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
非
常
に
多
く
を
知
っ
て
い
る
。

　
一
七
世
紀
に
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
関
係
の
妨
げ
と
な
り
、
一
九
世
紀
に

は
さ
ら
に
中
国
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
係
の
妨
げ
と
な
る
で
あ
ろ
う
両
者

の
衝
突
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
た
。
貿
易
の
目
覚

ま
し
い
発
達
に
よ
っ
て
、
両
者
に
と
っ
て
は
商
業
お
よ
び
財
政
面
の

利
益
が
主
要
な
関
心
と
な
り
、
ま
た
、
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
府
の

間
に
は
、
両
者
を
引
き
離
し
、
交
渉
や
課
税
に
関
し
て
商
人
た
ち
に

一
任
し
て
い
た
制
度
が
緩
衝
装
置
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
八
世
紀
初
め
以
来
、
広
州
と
の
貿
易
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人

と
そ
の
競
争
者
た
ち
は
、
保
証
人
〈fiador

〉、
す
な
わ
ち
、
治
安
員

と
仕
事
を
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
た
。
治
安
員
は
、
彼
ら
の
善
行
や
船

に
か
け
ら
れ
た
税
金
の
支
払
い
に
関
し
て
責
任
を
有
す
る
役
人
だ
っ

た
。
こ
の
商
人
は
、
行
〈hongs

〉
と
呼
ば
れ
る
重
要
な
会
社
の
限

ら
れ
た
代
表
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

に
対
す
る
茶
や
陶
磁
器
の
独
占
的
販
売
権
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
シ

ス
テ
ム
が
も
た
ら
す
様
々
な
苛
立
ち
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ

人
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
競
争
者
た
ち
が
貿
易
を
行
っ
た
唯
一
の

場
所
は
広
州
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
広
州
で
の
制
限
的
措
置
に

我
慢
が
で
き
ず
、
時
折
、
さ
ら
に
北
方
の
厦
門
か
寧
波
〈N

ingpo

〉

で
貿
易
し
よ
う
と
し
た
。
あ
る
特
定
の
外
国
人
グ
ル
ー
プ
と
の

貿
易
を
一
つ
の
港
に
限
定
す
る
傾
向
が
常
に
あ
っ
た
清
当
局
は
、

一
七
五
五
～
一
七
五
七
年
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
広
州
に
お
い
て

の
み
貿
易
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
旨
を
最
終
的
に
決
定
し
た
。
同
時

に
、
治
安
員
シ
ス
テ
ム
〈veiligheidsagentensysteem

〉
が
よ

り
拡
大
化
、
厳
格
化
さ
れ
、
新
し
い
法
令
が
公
布
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ

ス
が
こ
の
問
題
お
よ
び
他
の
様
々
な
困
難
に
つ
い
て
宮
廷
に
抗
議
す

る
た
め
、
通
訳
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
フ
リ
ン
ト
〈Jam

es Flint

〉
を

北
京
に
最
も
近
い
港
に
派
遣
し
た
と
こ
ろ
、
清
当
局
は
彼
を
広
州
で

三
年
間
の
自
宅
監
禁
と
し
、
広
州
で
の
貿
易
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
厳

し
い
措
置
を
公
布
し
た
。
一
七
五
五
年
と
一
七
六
〇
年
の
規
則
に

よ
っ
て
、
公
行
商
人
た
ち
は
さ
ら
に
全
面
的
に
貿
易
を
支
配
す
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
、
彼
ら
は
保
証
人
に
な
っ
た
り
、
倉
庫
や

住
宅
を
賃
貸
し
て
い
た
外
国
人
に
対
し
、
よ
り
大
き
な
責
任
を
負
う

よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
六
〇
年
、
彼
ら
は
共
同
の
資
本
を
も
っ
て
、

外
国
人
と
の
あ
ら
ゆ
る
貿
易
を
管
理
す
る
団
体
で
あ
る
一
つ
の
公
行

〈Co-hong

〉
に
統
合
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
一
人
の

有
力
な
公
行
商
人
に
、
賄
賂
と
し
て
分
配
さ
せ
る
た
め
大
金
を
与
え
た

後
、
一
七
七
一
年
に
こ
の
組
織
は
解
散
し
た
。
公
行
商
人
た
ち
は
、
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ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

今
や
外
国
人
か
ら
金
を
借
り
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
彼
ら
は
そ
れ
を
し
続
け
、
多
額
の
負
債

と
公
行
会
社
の
倒
産
は
七
〇
年
代
に
い
っ
そ
う
多
く
、
よ
り
深
刻
な

諸
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
城
壁
で
囲
ま
れ
た
都
市
、
広
州
の
町
中
に
入
る

こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
居
住
地
お
よ
び
倉
庫
の
敷
地
か

ら
他
所
へ
行
く
機
会
は
か
な
り
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
川
の
数

マ
イ
ル
下
流
の
黄
埔
〈W

ham
poa

〉
に
停
泊
し
て
い
た
船
と
水
夫

た
ち
は
厳
し
く
監
視
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
貿
易
の
シ
ー
ズ
ン

中
だ
け
広
州
地
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
冬
に
は
マ
カ
オ
で

過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
貿
易
版
ラ
ザ

ロ
の
館
」〈handelslazarushuis

〉
で
の
生
活
も
ま
た
よ
い
側
面

を
持
っ
て
い
た
。
公
行
商
人
と
の
結
び
つ
き
は
時
に
は
固
く
、
友
好

的
で
あ
っ
た
。
外
国
人
た
ち
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
個
性
の

素
晴
ら
し
い
集
ま
り
を
形
成
し
て
い
た
。
あ
る
者
た
ち
は
愚
か
で
あ

り
、
他
の
者
た
ち
は
非
常
に
風
変
わ
り
で
、
ま
た
他
の
あ
る
者
た
ち

は
き
わ
め
て
聡
明
で
博
学
で
あ
っ
た
。
食
べ
物
も
飲
み
物
も
制
限
を

受
け
る
こ
と
は
な
く
、
素
晴
ら
し
い
磁
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
食
事

を
し
、
そ
の
後
に
階
段
か
ら
す
べ
て
を
投
げ
つ
け
て
も
誰
も
気
に
し

な
か
っ
た
。
黄
埔
に
い
る
各
船
は
、
見
事
な
楽
団
を
持
ち
、
毎
日
、

日
の
出
、
日
の
入
り
の
際
に
演
奏
し
た
。
そ
の
時
に
水
上
の
至
る
所

か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
楽
は
素
晴
ら
し
い
効
果
を
も
た
ら
し
た）
11
（

。

最
後
の
使
節
団

　
私
た
ち
は
歴
史
の
ま
だ
浅
い
東
イ
ン
ド
会
社
が
、
明
時
代
の
宦
官
派

と
反
宦
官
派
の
政
争
の
進
展
に
巻
き
込
ま
れ
た
時
に
私
た
ち
の
物
語
を

始
め
た
。
私
た
ち
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
近
郊
の
別
荘
に
い
る
ア
ン

ド
レ
ア
ス
・
エ
ヴ
ァ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
ー
ム
・
フ
ッ
ク
ヘ
ー

ス
ト
〈Andreas Everardus van Braam

 H
ouckgeest

〉
と

と
も
に
こ
れ
を
終
え
る
。
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
使
節
団
が
、
中
国
の
最
後

の
偉
大
な
皇
帝
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
報
告
を

ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
〈G

eorge W
ashington

〉
に
献
呈
し
た
。

こ
の
時
、
皇
帝
は
六
〇
年
続
い
た
彼
の
統
治
の
最
後
の
時
、
腐
敗
と

蜂
起
が
清
の
体
制
を
揺
る
が
せ
始
め
た
時
期
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

ま
さ
に
東
イ
ン
ド
会
社
の
存
在
の
終
焉
の
時
で
あ
っ
た）
11
（

。

　
イ
ギ
リ
ス
は
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
卿
〈Lord M

acartney

〉
率
い
る

印
象
深
い
使
節
団
を
派
遣
し
、
そ
れ
は
一
七
九
三
年
に
北
京
へ
到
着

し
た
。
し
か
し
、
使
節
団
は
広
州
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
苦
情
に
対

処
し
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、広
州
の
清
当
局
は
、

使
節
団
が
北
京
に
も
た
ら
し
た
彼
ら
に
対
す
る
苦
情
に
つ
い
て
憂
慮

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
局
は
苦
情
の
よ
り
少
な

い
、
よ
り
友
好
的
な
使
節
団
を
派
遣
し
て
く
れ
る
そ
の
他
の
外
国
人

グ
ル
ー
プ
を
見
つ
け
る
こ
と
を
望
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
中
国
で
東
イ

ン
ド
会
社
の
た
め
に
八
年
間
過
ご
し
、そ
の
後
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
、

次
い
で
広
州
の
居
留
地
の
長
と
し
て
再
び
東
イ
ン
ド
会
社
に
帰
っ
て
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来
た
落
ち
着
き
の
な
い
野
心
家
の
フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
ー
ム
は
、
彼
ら
の

企
て
の
た
め
に
は
申
し
分
の
な
い
標
的
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
彼
に
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
は
皇
帝
の
在
位
六
〇
年
記
念
式
典
に

祝
賀
の
使
節
団
を
送
る
予
定
で
あ
る
と
伝
え
、
オ
ラ
ン
ダ
人
も
よ
も

や
こ
の
重
要
な
出
来
事
の
部
外
者
で
い
た
い
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う

と
述
べ
た
。
フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
ー
ム
は
こ
の
こ
と
を
即
座
に
バ
タ
ヴ
ィ

ア
に
報
告
し
て
使
節
団
を
派
遣
す
る
こ
と
を
執
拗
に
迫
り
、そ
の
際
、

バ
タ
ヴ
ィ
ア
が
特
別
な
使
節
を
派
遣
し
よ
う
と
思
っ
て
い
な
い
な
ら

彼
自
身
が
行
く
こ
と
を
提
案
し
た
。
当
時
、
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
財

政
的
、
組
織
的
に
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
弁

務
官
〈de com

m
issarissen-generaal

〉
は
彼
の
言
い
分
は
非

常
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
た
。
彼
ら
は
、
卓
越
し
た
博
学
な
日
本

の
前
商
館
長
、
そ
し
て
ベ
ン
ガ
ル
〈B
engalen
〉
の
前
知
事
で
あ
っ

た
イ
サ
ー
ク
・
テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
〈Isaac Titsingh
〉
を
使
節
と
し

て
派
遣
し
た
。
フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
ー
ム
は
副
使
と
し
て
彼
を
支
援
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
一
七
九
四
年
九
月
に
広
州
に
到
着
し
た
後
、
テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
は
、

フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
ー
ム
の
強
引
な
推
奨
は
主
と
し
て
彼
自
身
の
野
心
と

騙
さ
れ
や
す
さ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
他
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
は
ど
こ
も
使
節
団
を
送
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
送

る
だ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
も
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
広

州
当
局
は
テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
に
、
北
京
で
は
要
請
を
行
っ
た
り
、
苦
情

を
述
べ
る
こ
と
な
く
皇
帝
に
祝
意
を
表
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
よ
う

に
と
無
理
や
り
約
束
さ
せ
、
使
節
団
が
彼
ら
自
身
の
た
め
に
な
る
よ

う
に
、
ま
た
、
全
く
オ
ラ
ン
ダ
人
の
利
益
に
は
な
ら
な
い
よ
う
仕
向

け
た
。
テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
は
、
約
束
し
な
け
れ
ば
使
節
団
が
全
く
行
け

な
く
な
る
と
恐
れ
て
、
そ
れ
を
約
束
し
た
。

　
皇
帝
在
位
六
〇
周
年
を
祝
う
大
規
模
な
祝
典
が
、
中
国
の
新
年
、

つ
ま
り
一
七
九
五
年
一
月
二
一
日
前
後
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
も
し
オ
ラ
ン
ダ
の
使
節
が
こ
の
重
要
な
催
し
に
参
加
す
れ
ば
、

広
州
当
局
の
評
判
を
一
層
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
れ
た
。

テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
は
広
州
総
督
〈de gouverneur-generaal van 

K
anton

〉
に
、
皇
帝
が
自
分
の
出
席
を
求
め
る
な
ら
、
こ
れ
に
協

力
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
彼
は
、
あ
ま
り
に
遠
い
移
動
距
離
の

た
め
、
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
皇
帝

が
そ
れ
に
同
意
し
た
の
で
、
使
節
団
は
、
寒
く
悲
惨
で
、
か
つ
骨
の

折
れ
る
四
九
日
間
の
北
京
へ
の
旅
に
送
り
出
さ
れ
た
（
馬
に
よ
る
効

率
的
な
駅
制
で
こ
の
ル
ー
ト
を
踏
破
し
た
使
者
は
約
三
二
日
間
か

か
っ
た
）。
到
着
後
、
使
節
団
は
、
宮
廷
役
人
が
彼
ら
の
受
け
入
れ

の
用
意
を
ほ
と
ん
ど
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
う
え
、
新
年
の
準
備
で
あ

ま
り
に
も
忙
し
い
た
め
出
迎
え
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
扱
い
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
困
難
を
除
け
ば
、
使
節
団
は

皇
帝
か
ら
多
く
の
敬
意
を
以
て
遇
さ
れ
た
。
と
い
っ
て
も
そ
の
中
に

は
、
皇
帝
の
食
事
の
食
べ
残
し
を
供
さ
れ
る
な
ど
、
彼
ら
に
と
っ
て
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著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

は
馬
鹿
げ
た
待
遇
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
様
々
な
機
会
に
、
例
え
ば
、

宮
廷
内
で
の
演
劇
上
演
と
い
っ
た
場
所
に
お
い
て
皇
帝
に
会
っ
た
。

彼
ら
に
は
、
壮
麗
な
北
海
〈Pei-hai

〉
や
、
宮
廷
の
西
に
位
置
す

る
庭
園
を
訪
れ
る
特
権
が
与
え
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
北
京
郊
外
に

あ
る
夏
の
離
宮
に
二
度
も
案
内
さ
れ
た
。
こ
の
宮
殿
に
つ
い
て
は
、

フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
ー
ム
が
熱
狂
的
な
称
賛
を
も
っ
て
描
写
し
て
い
る
。

あ
る
時
、
彼
ら
は
輝
か
し
く
派
手
な
建
築
照
明
を
と
も
な
う
豪
華
な

宴
に
行
き
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
、
彼
ら
が
皇
帝
を
見
た
最
後
の
機
会

と
な
っ
た
。
皇
帝
の
前
で
慣
習
で
あ
る
平
伏
礼
を
行
う
こ
と
を
拒
否

し
た
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
卿
と
は
対
照
的
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
命
じ
ら
れ

た
こ
と
に
よ
く
従
っ
た
が
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
よ
り
も
多
く
の
目
的
を

達
成
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
朝
貢

使
節
と
し
て
北
京
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
一
切
な
く
な
っ
た
。

一
八
五
八
年
以
降
に
な
る
と
、
大
砲
あ
る
い
は
そ
の
脅
し
と
と
も
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
外
交
官
が
訪
れ
、
清
は
国
際
関
係
に
関

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
の
意
見
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
ア
メ
リ
カ
人
、
ロ
シ
ア

人
は
そ
れ
以
前
の
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
報
告
か

ら
多
く
を
学
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ
ま
り

関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
専
心
し
て
い
た
オ
ラ
ン

ダ
人
も
、
同
様
で
あ
っ
た
。

注（１
）
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
関
係
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
側
面
の
い
く
つ
か
に

つ
い
て
、
さ
ら
な
る
説
明
はJohn E. W

ills, jr., Pepper, G
uns 

and Parleys: The D
utch E

ast India C
om

pany and C
hina, 

1662-1681

〔
胡
椒
と
銃
と
交
渉
―
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と

中
国 

一
六
六
二
～
一
六
八
一
年
〕,  H

arvard East Asian Series 
N

o.75 (C
am

bridge M
ass. 1974)

、
特
に
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た

い
。 

中
国
語
の
史
料
に
興
味
を
持
つ
読
者
は
、
こ
の
本
の
注
お
よ
び

参
考
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
）J. W

. IJzerm
an, ed. D

irck G
erritsz Pom

p, alias D
irck 

G
erritsz C

hina, D
e E

erste N
ederlander die C

hina en Ja-
pan B

ezocht (1544-1604)

〔
デ
ィ
ル
ク
・
ヘ
リ
ッ
ツ
ゾ
ー
ン
・

ポ
ン
プ
別
名
デ
ィ
ル
ク
・
ヘ
リ
ッ
ツ
ゾ
ー
ン
・
シ
ナ
―
中
国
と
日

本
を
訪
れ
た
最
初
の
オ
ラ
ン
ダ
人
（
一
五
四
四
～
一
六
〇
四
年
）〕, 

W
erken Linschoten Vereniging

〔
リ
ン
ス
ホ
ー
テ
ン
叢
書
〕 

9 (D
en H

aag 1915), pp. 20-21.

（
3
）H

. K
ern en H

. Terpstra, ed. Itinerario, V
oyage ofte 

Schipvaert van Jan H
uygen van Linschoten N

aer O
ost 

ofte Portugaels Indien 1579-1592

〔
リ
ン
ス
ホ
ー
テ
ン
著
、
岩

生
成
一
ほ
か
訳
注
『
東
方
案
内
記
』（
大
航
海
時
代
叢
書
第
八
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
七
年
）〕,  W

erken van Linschoten V
ereenig-

ing, 57, 58,60 (D
en H

aag 1955, 1956, 1957), vol. I, pp. 99-
100.

（
4
）
一
六
〇
一
～
一
六
二
四
年
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
史
料
は
、W

. 
P. G

roeneveldt, D
e N

ederlanders in C
hina, E

erste D
eel: 

D
e E

erste B
em

oeiingen om
 den H

andel in C
hina en de 

Vestiging in D
e Pescadores 1601-1624 

〔
中
国
に
お
け
る
オ
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

ラ
ン
ダ
人
、
第
一
巻
―
中
国
に
お
け
る
貿
易
と
澎
湖
諸
島
の
商
館
に

つ
い
て
の
最
初
の
関
係
　
一
六
〇
一
～
一
六
二
四
年
〕(D

en H
aag 

1898)
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）   C

. R. Boxer, Fidalgos in the Far E
ast, 1550-1770 

〔
極

東
の
フ
ィ
ダ
ル
ゴ 

一
五
五
〇
～
一
七
七
〇
年
〕(O

xford 1968), 
C

hapter 5.

（
6
）  G

roeneveldt, op. cit., pp. 135-137. 

ま
た
、Leonard Blussé, 

‘The D
utch O

ccupation of the Pescadores ( 1622-1624)’

〔
オ
ラ
ン
ダ
人
に
よ
る
澎
湖
諸
島
の
占
領 

一
六
二
二
～
一
六
二
四
年
〕,  

Transactions of the International C
onference of O

riental-
ists in Japan

〔『
国
際
東
方
学
者
会
議
紀
要
』〕,  N
o. 18, 1973, 

pp. 28-44

も
参
照
。

（
7
）  G. J. H

oogew
erff, ed. Journalen van de G

edenckw
aerdige 

R
eijsen van W

illem
 IJsbrantsz. B

ontekoe, 1618-1625

〔
ウ
ィ

レ
ム
・
エ
イ
ス
ブ
ラ
ン
ツ
［
ゾ
ー
ン
］・
ボ
ン
テ
ク
ー
に
よ
る
重
要

な
航
海
の
日
誌 

一
六
一
八
～
一
六
二
五
年
〕,  W

erken Linschoten 
V

ereeniging,54 (D
en H

aag 1952), p. 81, 85.

（
8
）W

. Ph. Coolhaas, ‘Een Indisch Verslag uit 1631, van de 
hand van Antonio van D

iem
en’

［
ア
ン
ト
ニ
オ
・
フ
ァ
ン
・

デ
ィ
ー
メ
ン
に
よ
る
一
六
三
一
年
の
イ
ン
ド
報
告
］,  B

ijdragen en 
M

ededelingen van het H
istorisch G

enootschap te U
trecht

〔
ユ
ト
レ
ヒ
ト
歴
史
協
会
寄
稿
お
よ
び
報
告
〕,  vol.65 (1947), pp. 

16-17, 74-92; Coolhaas, ‘Een lastig H
eerschap tegenover 

een lastig Volk’ 

〔
厄
介
な
民
衆
に
対
す
る
厄
介
な
統
治
」〕,  B

i-
jdragen ... U

trecht , vol.69 (1955), pp. 17-44; François 
V

alentijn, O
ud en N

iew
 O

ost-Indien

〔『
新
旧
東
イ
ン
ド
誌
』〕

(D
ordrecht en A

m
sterdam

 1724-1726), B
ook 4, C

hapter 

I,pp. 51-63; H
. T. C

olenbrander en W
. Ph. Coolhaas, ed., 

Jan Pietersz. C
oen, B

escheiden O
m

trent zijn B
edrijf in 

Indië

〔『
ク
ー
ン
書
簡
集
』〕(D

en H
aag 1919-1953), vol. V, 

pp. 284-286, vol. VII, Part 2, pp. 1233-1255, 1689-1758; W
. 

Ph. C
oolhaas, ed., G

enerale M
issiven van G

ouverneurs-
G

eneraal en R
aden H

eren X
V

II der V
erenigde O

ostin-
dische C

om
pagnie

〔
一
般
政
務
報
告
書
〕,  Rijks G

eschiedkun-
dige Publicatien

〔
王
国
歴
史
史
料
大
叢
書
〕,  G

rote Serie, N
o. 

104, 112, 125, 134 (D
en H

aag 1960-1971), N
o.1, pp. 187-

190, 229-232, 252-256, 271-273, 414; C
. R

. B
oxer, The 

C
hristian C

entury in Japan

〔
ボ
ク
サ
ー
著
、
関
本
栄
一
編
注

『
ボ
ク
サ
ー
　
宣
教
師
の
見
た
日
本
』（
開
文
社
出
版
、一
九
八
六
年
）〕

(Berkeley en Los A
ngels 1951), pp. 369-373.

（
9
） 

鄭
芝
龍
に
つ
い
て
は
、C

. R
. B

oxer, ‘The rise and fall 
of N

icholas Iquan’ 

〔
ニ
コ
ラ
ス
一
官
の
興
亡
〕,  T’ien-hsia 

M
onthly

〔『
天
下
』〕,  vol.XI, N

o.5 (april-m
ei 1939) pp. 401-

439; Iw
ao Seiichi, ‘Li Tan, Chief of the C

hinese residents 
at H

irado, Japan in the last D
ays of the M

ing D
ynasty’

〔「
明
末
日
本
僑
寓
支
那
人
甲
必
丹
李
旦
考
」〕,  M

em
oirs of the R

e-
search D

epartm
ent of the Toyo B

unko

〔『
東
洋
学
報
』〕,  vol. 

XVII (1958), pp. 27-83; Arthur W
. H

um
m

el, ed., E
m

inent 
C

hinese of the C
hi’ng period

〔
清
代
に
お
け
る
著
名
な
中
国
人
〕 

(W
ashington 1943), vol. I, pp. 110-111

を
参
照
。
論
考
の
残

り
の
部
分
は
、「
台
湾
お
よ
び
中
国
史
」
会
議(A

silom
ar, Cali-

fornia 1972)

の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
未
公
刊
の John E. W

ills, 
jr.,‘The D

utch Period in Taiw
an H

istory: A
 Prelim

inary 
Survey’

〔
台
湾
史
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
統
治
時
代
―
予
備
的
研
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著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

究
〕 

に
論
拠
が
置
か
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
散
在
す
る
中
国
語
や
ス

ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
等
の
史
料
や
、
刊
行
さ
れ
た
オ
ラ
ン

ダ
語
史
料
、
特
にColenbrander en Coolhaas, J. P. C

oen; 
C

oolhaas, G
enerale M

issiven; D
agh-R

egister gehouden in 
‘t C

asteel B
atavia

〔
村
上
直
次
郎
訳
注
、
中
村
孝
志
校
注
『
バ
タ

ヴ
ィ
ア
城
日
誌
』（
東
洋
文
庫
、平
凡
社
、一
九
七
〇
～
一
九
七
五
年
）〕

(B
atavia 1887-1931); J. E

. H
eeres en F. W

. Stapel, ed. 
C

orpus D
iplom

aticum
 N

eerlando-Indicum

〔
オ
ラ
ン
ダ
―

東
イ
ン
ド
外
交
文
書
集
〕(D

en H
aag 1907-1955); N

. M
acleod, 

D
e O

ost-Indische C
om

pagnie als Zee-M
ogenheid in A

zië

〔
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
洋
国
家
と
し
て
の
東
イ
ン
ド
会
社
〕(Rijsw

ijk 
1927) 

に
論
拠
が
置
か
れ
る
。

（
10
）W

illiam
 C

am
pbell, M

issionary Success in Form
osa

〔
フ
ォ
ル
モ
サ
に
お
け
る
伝
道
の
成
功
〕(London 1889), vol. I, 

pp. 15-214; Cam
pbell, Form

osa under the D
utch

〔
オ
ラ
ン

ダ
統
治
下
の
フ
ォ
ル
モ
サ
〕(London 1903), pp. 87-379; J. A. 

G
rothe, Archief voor de G

eschiedenis der O
ude H

olland-
sche Zending

〔
旧
オ
ラ
ン
ダ
宣
教
史
史
料
集
〕(U

trecht 1884-
1891), vol.3 and 4; W

. A. G
insel, D

e G
ereform

eerde K
erk 

op Form
osa

〔
フ
ォ
ル
モ
サ
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
〕

(Leiden 1931). 

（
11
）C

oolhaas, G
enerale M

issiven , vol. I, p. 520.

（
12
）E

dw
in J. van K

ley,‘N
ew

s from
 C

hina: Seventeenth-
C

entury European notices of the M
anchu Conquest’

〔
中

国
か
ら
の
情
報
―
満
州
族
の
占
領
に
関
す
る
一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
認
識
〕,  Journal of M

odern H
istory

〔
近
代
史
雑
誌
〕,  vol. 

45, N
o.4 (decem

ber 1973), pp. 561-582.

（
13
）W

ills, Pepper , pp. 15-17.

（
14
）
こ
れ
に
つ
い
て
興
味
を
ひ
く
例
は
、O

. D
apper, G

edenkw
aer-

dig B
edryf der N

ederlandsche O
ost-Indische M

aetschap-
pye op de K

uste en in het K
eizerrijk van Taising of Sina 

〔
大
清
も
し
く
は
シ
ナ
沿
岸
と
帝
国
内
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
の
重
要
な
活
動
〕(Am

sterdam
 1670), pp. 42-51

に
あ
る
。

（
15
）Coolhaas, G

enerale M
issiven , vol. II, pp. 42-51.

（
16
）Coolhaas, G

enerale M
issiven , vol. II, pp. 609-612; D

ap-
per, pp. 38-41.

（
17
）Johan N

ieuhof, H
et G

ezantschap der N
eerlandtsche 

O
ost-Indische C

om
pagnie aan den G

rooten Tartarischen 
C

ham
, D

en Tegenw
oordigen K

eizer van C
hina

〔
偉
大
な
る

タ
タ
ー
ル
人
の
ハ
ー
ン
す
な
わ
ち
現
在
の
中
国
皇
帝
に
対
す
る
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
使
節
団
〕(Am

sterdam
 1665).

（
18
）W

ills, Pepper , Chapter.1, note 48.

（
19
）C. R

 B
oxer, ‘The Siege of Fort Zeelandia and the Cap-

ture of Form
osa from

 the D
utch’

〔
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
包
囲

と
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
の
フ
ォ
ル
モ
サ
奪
取
〕,  Transactions of the 

Japan Society of London

〔
ロ
ン
ド
ン
日
本
協
会
紀
要
〕,  vol.24 

(1927), pp. 15-48: ‘t Verw
aerloosde Form

osa

〔「
閑
却
さ
れ

た
る
フ
ォ
ル
モ
サ
」（
フ
ー
ン
ス
ほ
か
著
、
生
田
滋
訳
『
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
と
東
南
ア
ジ
ア
』、
大
航
海
時
代
叢
書
、
第
二
期
一
一
）〕

(Am
sterdam

 1675): D
agh-R

egister , 1661, 

特
にpp. 484-

520.
（
20
）
私
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
別
の
論
文
の
中
で
詳
細
に
論
じ
た

い
。
最
も
重
要
な
史
料
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
立
公
文
書
館
（Algem

een 
Rijksarchief

〔
現
：VO

C N
ationaal Archief

〕）
に
あ
るK

o-
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loniaal Archief

〔
植
民
省
文
書
〕,  1148

〔
現
：
東  1100bis

〕: 
982-1047,  1291-1362

と1155

〔
現:  VO

C 1264

〕: f172-
191

で
あ
る
。
ま
た
、D

agh-R
egister , 1668, pp. 117-118, 

211-212
も
参
照
。

（
21
）
こ
の
部
分
は
、W

ills, Pepper , Chapter. 2-4

を
論
拠
と
し
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
よ
り
簡
潔
な
報
告
に
は
、John E.W

ills jr, 
‘C

h’ing Relations w
ith the D

utch, 1662-1690’ 

〔
清
と
オ
ラ

ン
ダ
と
の
関
係 

一
六
六
二
～
一
六
九
〇
年
〕,  John. K

. Fairbank, 
ed. The C

hinese W
orld O

rder

〔
中
国
人
の
世
界
秩
序
〕,  H

ar-
vard E

ast A
sian Series, N

o.32 (C
am

bridge M
ass. 1968), 

pp. 225-256, 368-380

が
あ
る
。
一
六
六
二
～
一
六
六
七
年
に
つ

い
て
最
も
重
要
な
史
料
の
多
く
は
、D

apper

の
著
作
に
あ
る
。

（
22
）D

apper, p. 347.

（
23
）D

apper, p. 349.

（
24
）J. Vixsboxse, E

en H
ollandsch G

ezantschap naar C
hina 

in de Zeventiende E
euw

, 1685-1687

〔
一
七
世
紀
中
国
へ
の

オ
ラ
ン
ダ
使
節
団 

一
六
八
五
～
一
六
八
七
年
〕,  Sinica Leidensa, 

vol.5 (Leiden 1946).

（
25
） 

こ
の
部
分
は
、Johannes T. Verm

eulen, D
e C

hinezen te 
B

atavia en de Troebelen van 1740  

〔
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
中
国
人
と

一
七
四
〇
年
の
騒
乱
〕(Leiden 1938)

や
、B. H

oetink

に
よ
る

B
ijdragen tot de Taal-, Land-, V

olkenkunde van N
eder-

landsch Indië

〔
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
言
語
学
、
地
学
、
民
族
学

紀
要
〕,  vol.73 (1917), pp. 344-415; vol.74 (1918), pp. 447-

518; vol.78 (1922), pp. 1-136; vol.79 (1923), pp. 1-44

所
収

の
四
本
の
論
文
を
論
拠
と
し
て
い
る
。
砂
糖
生
産
と
茶
貿
易
に
関
し

て
は
、K

. G
lam

ann, D
utch-Asiatic Trade, 1620-1740

〔
オ

ラ
ン
ダ
・
ア
ジ
ア
貿
易 

一
六
二
〇
～
一
七
四
〇
年
〕(D

en H
aag 

and  K
openhagen 1958)

も
参
照
。

（
26
）
広
州
で
の
貿
易
に
関
す
る
最
も
優
れ
た
研
究
は
、Louis D

erm
i-

gny, La C
hine et l’O

ccident: Le C
om

m
erce à C

anton au 
XVIIIe Siècle  

〔
中
国
と
東
洋
―
一
八
世
紀
広
州
に
お
け
る
商
業
〕

(Parijs 1964)

とH
. B. M

orse, C
hronicles of the E

ast India 
C

om
pany Trading to C

hina

〔
東
イ
ン
ド
会
社
の
中
国
貿
易
編

年
誌
〕(O

xford 1926-1929)

で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
史
料
を
利

用
し
た
最
も
優
れ
た
研
究
は
、J. de H

ullu, ‘O
ver den Chine-

schen H
andel der O

ost-Indische C
om

pagnie in de Eerste 
D

ertig Jaar van de 18e eeuw
’

〔
一
八
世
紀
の
初
期
三
〇
年
間

に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
の
中
国
貿
易
に
つ
い
て
〕,  B

ijdragen tot 
de Taal-, Land- en Volkenkunde van N

ederlandsch Indië, 
vol.73 (1917), pp. 32-151

とJ. de H
ullu, ‘D

e Instelling 
van de C

om
m

issie voor den H
andel der O

ost-Indische 
Com

pagnie op C
hina in 1756’

〔
一
七
五
六
年
中
国
に
お
け
る

東
イ
ン
ド
会
社
貿
易
委
員
会
の
設
立
〕,  B

ijdragen  vol.79 (1923), 
pp. 523-545, M

em
orieboek van pakhuism

eesteren van de 
thee te Am

sterdam
 van 1818-1918

〔
一
八
一
八
～
一
九
一
八

年
に
お
け
る
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
茶
倉
庫
係
報
告
書
〕(A

m
sterdam

 
1918)

で
あ
る
。

（
27
）D

erm
igny, vol. 2, pp. 521-532.

（
28
）Peter Q

uennell ed. The Prodigal R
ake: M

em
oirs of W

il-
liam

 H
ickey

〔
放
蕩
者
―
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ヒ
ッ
キ
ー
伝
〕(N

ew
 

York 1962), p. 133.

（
29
） 
卓
越
し
た
著
作
で
あ
るJ. J. L. D

uyvendak, ‘The Last 
D

utch Em
bassy to the C

hinese C
ourt (1794-1795)’ 

〔
中
国
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著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

宮
廷
へ
の
最
後
の
オ
ラ
ン
ダ
使
節
（
一
七
九
四
～
一
七
九
五
年
）〕

お
よ
び
中
国
語
補
遺
、T’oung Pao

〔『
通
報
』〕,  vol.34 (1938), 

pp.1-137 

お
よ
び 223-227

とvol.35 (1940), pp. 329-353

を

参
照
。

参
考
文
献

　
本
章
の
注
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
と
の
接
触
に
関
す

る
参
考
文
献
は
、
広
範
囲
に
散
在
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
統
治
下
の
台
湾

に
つ
い
て
十
分
な
研
究
が
な
い
こ
と
は
、
非
常
に
残
念
で
あ
る
。
別
の
主

題
に
関
し
て
は
、〔
以
下
の
も
の
が
〕
特
に
勧
め
ら
れ
る
。

 W
. P. G

roeneveldt, D
e N

ederlanders in C
hina, E

erste D
eel: 

D
e E

erste B
em

oeiingen om
 den H

andel in C
hina en de Ves-

tiging in D
e Pescadores 1601-1624  (D

en H
aag 1898).

 John E. W
ills, jr., Pepper G

uns and Parleys: The D
utch E

ast 
India C

om
pany and C

hina, 1662-1681 , H
arvard East Asian 

Series N
o.75 (Cam

bridge, M
ass. 1974).

 J. V
ixsboxse, E

en H
ollandsch G

ezantschap naar C
hina 

in de Zeventiende E
euw

, 1685-1687,  Sinica Leidensa, vol.5 
(Leiden 1946).
 B

. H
oetink

に
よ
るB
ijdragen tot de Taal-, Land-, Volken-

kunde van N
ederlandsch Indië

に
所
収
さ
れ
た
次
の
四
本
の
論
文
。

‘So B
ing K

ong, H
et eerste hoofd der C

hineezen te B
atavia 

(1619-1636)

〔
蘇
鳴
崗
―
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
最
初
の
中
国
人

長
（
一
六
一
九
～
一
六
三
六
年
）〕,  vol.73 (1917), pp. 344-415; ’N

i 
H

oekong, K
apitein der Chineezen te Batavia in 1740’

〔
連
福

光
―
一
七
四
〇
年
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
中
国
人
カ
ピ
テ
ン
〕vol.74 (1918) 

pp. 447-518; ‘C
hineesche officieren te B

atavia onder de 

Com
pagnie’

〔
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
統
治
下
の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お

け
る
中
国
人
官
吏
〕  vol.78 (1922) pp. 1-136; ’So Bing K

ong, H
et 

eerste hoofd der C
hineezen te B

atavia (Eene nalezing)

〔
蘇

鳴
嵐
―
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
最
初
の
中
国
人
長
（
拾
遺
集
）〕pp. 

1-44.
 Johannes T. V

erm
eulen, D

e C
hinezen te B

atavia en de Troe-
belen van 1740 

〔
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
中
国
人
と
一
七
四
〇
年
の
騒
乱
〕

(Leiden 1938).
 J. J. L. D

uyvendak, ’The Last D
utch E

m
bassy to the C

hi-
nese Court (1794-1795)

お
よ
び
中
国
語
補
遺
、T’oung Pao

〔『
通

報
』〕,  vol.34 (1938), pp. 1-137 

お
よ
び 223-227, vol.35 (1940), 

pp. 329-353.

　
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
関
係
と
中
国
に
関
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
見
解
の
非
常

に
生
き
生
き
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
同
時
代
の
二
つ
の
記
事
に
見
ら
れ

る
。

 Johan N
ieuhof, H

et G
ezantschap der N

eerlandtsche O
ost-

Indische C
om

pagnie aan den G
rooten Tartarischen C

ham
, 

D
en Tegenw

oordigen K
eizer van C

hina  (Am
sterdam

 1665).
O

. D
apper, G

edenkw
aerdig B

edryf der N
ederlandsche O

ost-
Indische M

aetschappye op de K
uste en in het K

eizerrijk van 
Taising of Sina  (A

m
sterdam

 1670).

　
こ
の
時
代
の
中
国
史
と
外
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
よ
り
完
全
な
概

説
は
、
次
を
参
照
。

 John. K
. Fairbank and E

dw
in O

. R
eischauer, E

ast A
sia: 

The G
reat Tradition

〔
東
ア
ジ
ア
―
偉
大
な
る
伝
統
〕(Boston 

1960), Chapter8

お
よ
び 9.

 John. K
. Fairbank, E

dw
in O

. R
eischauer and A

lbert M
. 
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C
raig, E

ast Asia: The M
odern Transform

ation

〔
東
ア
ジ
ア
―

近
代
に
お
け
る
変
化
〕(Boston 1965), Chapter 1.

 John. K
. Fairbank, ed. The C

hinese W
orld O

rder , H
arvard 

E
ast A

sian Series, N
o.32 (Cam

bridge, M
ass. 1968).

訳
注

（
ⅰ
）
当
時
の
教
育
機
関
と
し
て
は
、
国
費
で
運
営
さ
れ
た
「
国
子
監
」、

府
州
県
に
お
か
れ
た
「
府
州
県
学
」、
地
方
郷
村
の
子
弟
を
教
育
す
る

た
め
に
設
立
さ
れ
た｢
社
学｣

が
あ
っ
た
。

（
ⅱ
）
日
本
で
は
一
般
的
に
東
南
ア
ジ
ア
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
が
、

原
文
がZuidoostaziatische havens

に
つ
き
、
直
訳
し
た
。

（
ⅲ
）
Ｖ
Ｏ
Ｃ
は
正
式
に
は
「
連
合
東
イ
ン
ド
会
社
」
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
一
般
に
定
着
し
て
い
る｢

東
イ
ン
ド
会
社｣

の
呼
称
に
統
一
す
る
。

（
ⅳ
）
ペ
ス
カ
ド
レ
ス
諸
島
。Pescador 

は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
漁
民
を
意

味
す
る
。
ペ
ス
カ
ド
レ
ス
は
そ
の
複
数
形
で
あ
り
、
現
在
の
澎
湖
諸

島
に
相
当
す
る
。
訳
文
中
に
お
い
て
も
、
現
在
一
般
に
用
い
ら
れ
て

い
る｢

澎
湖
諸
島｣

と
い
う
呼
称
に
統
一
す
る
。

（
ⅴ
）
カ
ン
ト
ン
。
現
在
の
広
東
省
広
州
市
の
オ
ラ
ン
ダ
語
読
み
で
あ
る
。

訳
文
中
に
お
い
て
は
「
広
州
」
に
統
一
す
る
。

（
ⅵ
）
正
確
に
は
東
南
ア
ジ
ア
方
面
へ
の
日
本
人
の
渡
航
が
禁
止
さ
れ
た

の
み
で
あ
り
、
す
べ
て
の
日
本
の
海
上
貿
易
が
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。

（
ⅶ
）「
鄭
芝
龍
と
そ
の
子
孫
は
、
八
〇
年
代
の
初
め
ま
で
台
湾
海
峡
に
お

け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
最
も
重
要
な
貿
易
相
手
で
あ
り
、
後
に
最
も
重

要
な
敵
対
勢
力
と
な
っ
た
。」
と
す
る
本
文
の
記
述
は
、
や
や
曖
昧
で

あ
る
。
確
か
に
、
一
六
五
〇
年
代
の
半
ば
ま
で
は
、
鄭
氏
、
特
に
鄭

芝
龍
と
そ
の
息
子
の
鄭
成
功
は
台
湾
海
峡
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
に

と
っ
て
最
も
重
要
な
貿
易
相
手
だ
っ
た
。
し
か
し
、
鄭
成
功
が
、
当

時
中
国
大
陸
を
制
圧
し
つ
つ
あ
っ
た
清
朝
に
対
す
る
抵
抗
運
動
を
組

織
し
、
そ
れ
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
鄭
氏
と
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
も

変
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
一
六
六
一
年
一
二
月
に
台
湾
に
お
け
る
オ

ラ
ン
ダ
の
根
拠
地
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
が
鄭
氏
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
鄭
氏
と
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
は
敵
対
関
係
へ
と
決

定
的
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

（
ⅷ
）
ヤ
ハ
ト
は
現
在
の
ヨ
ッ
ト
の
語
源
だ
が
、
東
イ
ン
ド
会
社
で
は
三

本
マ
ス
ト
の
快
速
船
を
ヤ
ハ
ト
と
呼
ん
だ
。
当
時
東
イ
ン
ド
会
社
が

使
用
し
て
い
た
船
種
は
他
に
重
武
装
の
ス
ヒ
ッ
プ(

英
語
の
シ
ッ
プ
、

三
本
マ
ス
ト
の
大
型
船)

と
貨
物
輸
送
に
特
化
し
た
軽
武
装
の
フ

ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。
　

（
ⅸ
）
こ
こ
で
は
現
在
の
台
南
の
外
港
で
あ
る
安
平
を
指
す
。Tayow

an

（
タ
イ
オ
ワ
ン
）
と
呼
ば
れ
る
先
住
民
の
集
落
が
あ
り
、｢

台
湾｣

と

い
う
島
名
の
由
来
と
な
っ
た
。
一
六
二
四
年
、
東
イ
ン
ド
会
社
は
中

国
貿
易
の
根
拠
地
を
タ
イ
オ
ワ
ン
に
移
す
こ
と
に
決
定
し
、
同
地
で

商
館
と
城
（
一
六
二
七
年
に
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
と
改
称
）
の
築
造

を
開
始
し
た
。
原
文
で
は
タ
イ
オ
ワ
ン
を
指
す
場
合
も
台
湾
島
を
指

す
場
合
もT

aiw
an 

と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、訳
文
で
は
前
者
を
「
タ

イ
オ
ワ
ン｣

、
後
者
を｢

台
湾｣

に
統
一
す
る
。
な
お
、
タ
イ
オ
ワ
ン

の
位
置
に
つ
い
て
は
付
図
２
を
参
照
。

付
図

　
付
図
１「
中
国
地
図（
福
州
・
北
京
間
の
使
節
団
ル
ー
ト
）」は
、原
文「
最

初
の
時
期
」
の
章
に
収
録
さ
れ
て
い
た
図
で
あ
る
。
原
文
に
は
付
図
１
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
地
名
も
頻
出
す
る
た
め
、
付
図
２
「
東
イ
ン
ド
会
社

関
係
地
図
」
を
併
せ
て
掲
載
す
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
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ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

 
付図 1 中国地図（福州・北京間の使節団のルート） 
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

 

付
図

２
 

東
イ

ン
ド

会
社

関
係

地
図
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ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

【
解
題
】

　
本
稿
に
て
翻
訳
し
たJohn E. W

ills jr., D
e VO

C en de Chine-
zen in Taiw

an, C
hina en B

atavia in de 17de en 18de eeuw

〔
ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
「
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・

台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
」〕
が
収
録
さ

れ
た
、M

. A. P. M
eilink-Roelofsz

編
に
よ
るD

E
 VO

C
 IN

 AZIË
 

〔
ア
ジ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
〕
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。

　
一
九
七
六
年
に
オ
ラ
ン
ダ
で
出
版
さ
れ
た
本
書
は
、
東
イ
ン
ド
会
社

研
究
の
大
家
と
し
て
著
名
で
あ
っ
たM

eilink-Roelofsz

を
編
者
と
し
、

五
人
の
研
究
者
が
現
地
の
史
料
を
使
用
し
、
東
イ
ン
ド
会
社
を
中
心
と
し

た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ア
ジ
ア
で
の
活
動
や
そ
の
背
景
に
焦
点
を
当
て
た
も

の
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
の
中
で
唯
一
江
戸
時
代

の
ほ
ぼ
全
て
を
通
じ
て
日
本
と
の
貿
易
を
行
っ
て
き
た
国
と
し
て
有
名

で
あ
る
。
し
か
し
、オ
ラ
ン
ダ
国
内
に
お
け
る
ア
ジ
ア
の
研
究
と
い
え
ば
、

オ
ラ
ン
ダ
が
長
期
間
支
配
し
て
い
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
以
外
で
の
活
動
に

着
目
し
た
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
本
書
で
は
イ
ン
ド
に
関
す
る
論
文
が
三

本
と
、
セ
イ
ロ
ン
島
、
マ
レ
ー
半
島
、
中
国
、
そ
し
て
日
本
に
関
す
る
論

文
が
一
本
ず
つ
収
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
東
イ
ン
ド
会
社
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
以
外
で
の
活
動
を
記
し
て
い
る
。

　
本
書
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

Prof.dr.M
. A. P. M

eilink-Roelofsz, Inleiding

〔
序
文
〕

  Prof. dr. S. Arasaratnam
, D

e VO
C in Ceylon en Corom

an-
del in de 17de en 18de eeuw

〔
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
セ
イ

ロ
ン
と
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
〕

   Prof. dr. A. D
as G

upta, D
e VO

C
 en Suratte in de 17de en 

18de eeuw

〔
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
東
イ
ン
ド
会
社
と
ス
ー
ラ

ト
〕

   D
rs. H

. K
. s’Jacob, D

e VO
C

 en de M
alabarkust in de 17de 

eeuw

〔
一
七
世
紀
の
東
イ
ン
ド
会
社
と
マ
ラ
バ
ー
ル
海
岸
〕

  Prof. dr. A. D
as G

upta, D
e V

O
C

 en de M
alabarkust in de 

18de eeuw

〔
一
八
世
紀
の
東
イ
ン
ド
会
社
と
マ
ラ
バ
ー
ル
海
岸
〕

   D
r. L. Y. A

ndaya, D
e VO

C
 en de M

aleise w
ereld in de 17de 

en 18de eeuw

〔
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
東
イ
ン
ド
会
社
と
マ

レ
ー
の
社
会
〕

   Prof. dr. John E
. W

ills jr., D
e VO

C
 en de C

hinezen in Tai-
w

an, China en Batavia in de 17de 18de eeuw

〔
一
七
世
紀
お
よ

び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と

中
国
人
〕

   Prof. dr. M
. K

anai, N
ederland en Japan 1602-1860

〔
日
本
と

オ
ラ
ン
ダ
、
一
六
〇
二
～
一
八
六
〇
年
〕

　
以
下
で
はJohn E. W

illis Jr.

以
外
の
著
者
に
よ
る
各
論
文
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。

Inleiding, Prof. dr. M
. A

. P. M
eilink-Roelofsz

  

本
書
の
編
者
で
も
あ
るM

eilink-Roelofsz

は
一
六
世
紀
か
ら
一
九
世

紀
前
半
に
か
け
て
の
ア
ジ
ア
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
係
を
主
な
研
究
分

野
と
し
て
い
た
。
編
者
は
も
と
も
と
ハ
ー
グ
に
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
国
立
公
文

書
館
に
務
め
て
お
り
、
そ
こ
で
東
イ
ン
ド
会
社
に
関
す
る
史
料
を
担
当

し
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
視
点
に
着
目
し
て
ア
ジ
ア
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
進
出
に

関
す
る
研
究
を
進
め
た
。
東
イ
ン
ド
会
社
の
記
録
に
関
す
る
長
期
間
の

研
究
に
よ
り
、
同
氏
は
誰
よ
り
も
東
イ
ン
ド
会
社
の
歴
史
に
精
通
す
る

よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
世
界
進
出
に
関
す
る
史
料



－  259  －

史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

の
詳
細
な
研
究
の
結
果
、
同
氏
は
東
西
イ
ン
ド
会
社
研
究
の
大
家
と
な
っ

た
。
こ
の
序
文
に
お
い
て
、
同
氏
は
オ
ラ
ン
ダ
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
植

民
地
史
・
経
済
史
・
農
業
史
を
除
い
て
は
さ
ほ
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
、
海
外
の
研
究
者
が
東
イ
ン
ド
会
社
の
現
地
商
館
に
つ

い
て
調
べ
る
こ
と
が
多
い
と
述
べ
て
い
る
。

D
e V

O
C

 in Ceylon en Corom
andel in de 17de en 18de eeuw

　
本
論
を
担
当
し
たArasaratnam

はM
eilink-Roelofsz

が
言
及
す

る
海
外
の
研
究
者
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
セ
イ
ロ
ン
島
出
身
の
研
究
者
で

あ
る
同
氏
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
立
公
文
書
館
の
史
料
を
も
と
に
研
究
を
進

め
た
。
同
氏
の
代
表
的
な
著
作D

utch Pow
er in C

eylon,1658-1687

は
セ
イ
ロ
ン
島
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
活
動
に
関
す
る
研
究
で
、
貴
重

な
成
果
を
挙
げ
た
。
本
論
に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
東
方
進
出
に
お

い
て
セ
イ
ロ
ン
島
が
商
業
的
、
戦
略
的
に
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
と
し
、

同
島
と
イ
ン
ド
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
活
動

と
そ
の
価
値
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

D
e V

O
C

 en Suratte in de 17de en 18de eeuw

　
著
者D

as G
upta

は
本
書
に
お
い
て
、
ス
ー
ラ
ト
と
マ
ラ
バ
ー
ル

に
関
す
る
二
本
の
論
文
を
執
筆
し
て
い
る
。
同
氏
は
イ
ン
ド
西
岸
に
位

置
す
る
マ
ラ
バ
ー
ル
を
主
と
し
て
研
究
し
て
お
り
、
主
著M

alabar in 
Asian Trade 1740-1800

は
東
イ
ン
ド
会
社
が
斜
陽
と
な
っ
た
時
期

の
マ
ラ
バ
ー
ル
に
お
け
る
活
動
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
に

お
い
て
は
マ
ラ
バ
ー
ル
の
北
に
位
置
し
、
ム
ガ
ル
帝
国
の
貿
易
港
と
し
て

栄
え
た
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
を
扱
っ
て
い
る
。

D
e V

O
C

 en de M
alabarkust in de 17de eeuw

　
著
者H

. K
. s’Jacob

は
オ
ラ
ン
ダ
人
で
、
マ
ラ
バ
ー
ル
に
関
す
る
研

究
者
で
あ
る
。
同
氏
は
著
書D

e N
ederlanders in K

erala, 1663-
1701

に
お
い
て
マ
ラ
バ
ー
ル
海
岸
地
域
の
住
民
た
ち
の
経
済
的
・
社
会

的
背
景
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
も
同
じ
く
一
七
世
紀
の

東
イ
ン
ド
会
社
と
マ
ラ
バ
ー
ル
の
関
係
に
着
目
し
、
マ
ラ
バ
ー
ル
の
支
配

者
た
ち
の
争
い
の
中
で
、
漁
夫
の
利
を
得
た
東
イ
ン
ド
会
社
の
様
子
を
記

し
て
い
る
。

D
e VO

C en de M
alabarkust in de 18de eeuw

　
本
論
は
前
述
のD

as G
upta

が
東
イ
ン
ド
会
社
と
マ
ラ
バ
ー
ル
の
関

係
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
の
東
イ
ン
ド
会
社
は
斜
陽

に
な
り
つ
つ
あ
り
、
本
論
で
は
マ
ラ
バ
ー
ル
で
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
競
争

や
現
地
社
会
へ
の
権
力
の
移
譲
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

D
e VO

C en de M
aleise w

ereld in de 17de en 18de eeuw

　L.Y.Andaya

は
東
イ
ン
ド
会
社
と
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
ジ
ョ
ホ
ー
ル

王
国
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
で
あ
るThe kingdom

 of Johor, 1641-
1728

の
著
者
で
も
あ
る
。
マ
レ
ー
半
島
を
中
心
と
し
た
地
域
の
東
イ
ン

ド
会
社
の
活
動
は
戦
後
の
オ
ラ
ン
ダ
で
は
あ
ま
り
関
心
を
向
け
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
マ
ラ
ッ
カ
に
商
館
を
構
え
て
い
た
東
イ
ン
ド
会

社
に
と
っ
て
、こ
の
地
は
貿
易
上
重
要
な
寄
港
地
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は
、

現
地
の
海
賊
や
戦
争
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
も
秩
序
と
平
和
を
守
ろ
う

と
苦
慮
す
る
東
イ
ン
ド
会
社
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

N
ederland en Japan 1602-1860

　
本
論
は
日
本
に
お
け
る
対
外
関
係
史
、
な
か
で
も
日
蘭
交
流
史
を
専
門

と
す
る
金
井
圓
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
同
氏
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
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ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
　

著
　
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と
中
国
人
（
蘭
ゼ
ミ
）

海
外
史
料
部
（
現
、
特
殊
史
料
部
門
）
に
所
属
し
、
英
蘭
東
イ
ン
ド
会
社

の
日
本
関
係
海
外
史
料
（
欧
米
）
の
調
査
、翻
訳
を
行
い
、主
著
と
し
て
『
日

蘭
交
渉
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。
本
論
で

も
東
イ
ン
ド
会
社
の
設
立
か
ら
出
島
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
閉
館
ま
で
を
貿

易
と
文
化
交
流
の
両
面
か
ら
取
り
扱
っ
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
研
究
を

オ
ラ
ン
ダ
へ
紹
介
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
文
責
：
岩
井
優
典
）

【
翻
訳
の
経
緯
】

　
本
誌
で
紹
介
し
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
語
中
級
ゼ
ミ
に
て
翻
訳
し
た
文
献

の
一
つ
で
あ
る
。
同
ゼ
ミ
で
は
こ
れ
ま
で
、Fem

m
e S. G

aastra, D
e 

geschiedenis van de VO
C

, w
alburg Pers, Zutphen.

〔
東
イ
ン

ド
会
社
の
歴
史
〕
な
ど
、
主
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
お
よ
び
バ
タ

ヴ
ィ
ア
（
現
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
政
庁
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
の
歴

史
に
か
か
わ
る
研
究
書
や
論
文
を
翻
訳
し
て
き
た
（
翻
訳
し
た
文
献
の

詳
細
は
、
本
号
の
「
史
苑
の
窓
」
を
参
照
）。
そ
の
一
貫
と
し
て
、
東
イ

ン
ド
会
社
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
よ
り
深
く
知
る
べ
く
、

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
一
二
年
一
一
月
に
か
け
て
取
り
組
ん
だ

の
が
、
こ
こ
に
掲
載
し
た
ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ウ
ィ
ル
ス
jr.
「
一
七
世
紀
お
よ

び
一
八
世
紀
の
中
国
・
台
湾
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
と

中
国
人
」
で
あ
る
。

　
翻
訳
作
業
は
各
回
の
ゼ
ミ
で
一
人
一
～
三
段
落
ほ
ど
の
訳
を
分
担
し
、

参
加
者
全
員
で
訳
文
を
検
討
す
る
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
。
原
文
で

は
、
前
掲D
e geschiedenis van de VO

C

で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
、
東
イ
ン
ド
会
社
と
東
ア
ジ
ア
の
他
の
勢
力
と
の
関
係
が
具

体
的
に
著
述
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
認
識
に
つ
い

て
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
一
方
で
、
中
国
史
・
東
南

ア
ジ
ア
史
の
研
究
成
果
に
鑑
み
て
、
解
説
を
付
し
た
方
が
望
ま
し
い
と

思
わ
れ
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
可
能
な
限
り
原
文
を
生

か
し
た
訳
文
と
な
る
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
訳
注
を
付
し
、

付
図
を
掲
載
し
た
。

　
な
お
、
翻
訳
を
分
担
し
た
の
は
次
の
一
〇
名
で
あ
る
（
所
属
は
ゼ
ミ

参
加
時
）。
岩
井
優
典
・
遠
藤
正
之
・
久
礼
克
季
（
立
教
大
学
大
学
院
生
）、

鈴
木
昇
司
（
立
教
大
学
大
学
院
キ
リ
ス
ト
教
学
研
究
科
助
手
）、
北
村
淳

也
（
一
橋
大
学
大
学
院
生
）、
戸
森
麻
衣
子
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研

究
員
（
Ｐ
Ｄ
））、
福
田
舞
子
（
鶴
見
大
学
大
学
院
生
）、
矢
田
純
子
（
お

茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
生
）、
吉
村
雅
美
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研

究
員
（
Ｐ
Ｄ
））、
渡
辺
真
由
美
（
日
蘭
学
会
会
員
）。

　
本
訳
文
が
幅
広
い
分
野
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。


