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は
じ
め
に

　

筆
者
は
︑
当
研
究
所
紀
要
第
二
十
五
号
と
第
二
十
七
号
に
お
い
て
︑
中
国
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
商
人
の
活
動
に
つ

い
て
考
察
し
たあ
︒

　

中
国
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
︑
中
国
史
料
に
み
え
る
「
蕃
客
」「
舶
主
」
の
語
に
注
目
し
︑
い
ず
れ
も
富
裕
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

中
国
政
府
に
重
視
さ
れ
た
商
人
で
あ
り
︑
中
国
政
府
が
国
家
と
し
て
正
式
に
応
対
し
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
中
国
南
方
地
域

に
お
い
て
は
︑
唐
代
以
降
「
舶
主
」
は
船
舶
の
所
有
者
の
意
味
に
加
え
て
ペ
ル
シ
ア
人
を
も
意
味
し
︑
宋
代
以
降
は
ア
ラ
ブ
の
イ
ス
ラ
ー

ム
商
人
と
関
係
の
深
い
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒「
蕃
客
」
に
つ
い
て
も
︑
唐
代
に
は
ア
ラ
ブ
人
が
多
く
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
︑

宋
代
以
降
は
そ
の
多
く
が
ア
ラ
ブ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
論
じ
た
︒

　

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
︑
十
～
十
一
世
紀
頃
︑
西
ア
ジ
ア
の
複
数
の
ア
ラ
ブ
商
人
が
︑
東
南
ア
ジ
ア
の
複
数
の
国
々

か
ら
の
︑
中
国
へ
の
朝
貢
使
節
の
中
枢
の
一
員
を
務
め
︑
当
時
︑
彼
ら
が
積
極
的
に
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
進
出
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
︒

宋
代
に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
商
人
の
活
動

　

─
「
舶
主
」
か
ら
「
綱
首
」
へ

百　

田　

篤　

弘
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本
稿
で
は
︑
紀
要
第
二
十
五
号
︑
第
二
十
七
号
で
考
察
し
た
︑
宋
代
に
活
動
し
た
西
ア
ジ
ア
商
人
の
な
か
で
も
︑
具
体
的
な
活
動
が
知

ら
れ
る
人
物
を
取
り
上
げ
︑
再
度
「
舶
主
」
に
注
目
し
︑
外
国
か
ら
の
公
式
の
外
交
使
節
で
あ
る
朝
貢
使
節
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
し

て
み
た
い
︒

　

宋
代
に
は
ま
た
︑
交
易
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
「
綱
首
」
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
︒
綱
首
と
は
︑
中
国
政
府
公
認
の
も

と
︑
自
ら
船
舶
を
所
有
し
て
外
国
と
の
交
易
を
行
っ
た
交
易
商
人
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
「
舶
主
」
と
こ
の
「
綱
首
」
を
通
じ
て
︑
西
ア
ジ

ア
商
人
の
宋
代
中
国
に
お
け
る
交
易
活
動
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

一
、
朝
貢
使
節
と
舶
主

　

宋
代
に
お
い
て
は
︑
中
国
史
料
の
う
ち
﹃
宋
史
﹄
と
﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
に
「
舶
主
」
の
語
が
集
中
的
に
登
場
す
る
︒「
舶
主
」
を
冠
さ

れ
た
人
物
は
︑
多
く
が
朝
貢
使
節
の
経
験
者
で
あ
り
︑
朝
貢
使
節
が
乗
っ
て
き
た
船
舶
の
船
主
で
あ
っ
た
者
も
い
た
︒
ま
ず
︑「
舶
主
」

を
冠
さ
れ
た
個
々
の
人
物
に
つ
い
て
︑
朝
貢
使
節
と
の
関
係
を
み
て
い
き
た
い
︒

　

大
食
︵
タ
ー
ジ
︑
ア
ラ
ブ
地
域
の
国
︶
か
ら
の
朝
貢
使
節
に
蒲
希
密
と
い
う
者
が
い
る
︒
開
宝
九
年
︵
九
七
六
︶
に
大
食
の
国
王
で
あ
る
珂

黎
拂
︵
王
名
で
は
な
く
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
指
導
者
を
意
味
す
る
カ
リ
フ
︿
ハ
リ
ー
フ
ァ
﹀khalī fa

の
音
訳
と
思
わ
れ
る
︶
か
ら
中
国
に
派
遣
さ
れ
︑

方
物
を
献
上
し
て
い
るい
︒
そ
の
十
七
年
後
の
淳
化
四
年
︵
九
九
三
︶
に
︑
大
食
の
副
酋
長
で
あ
っ
た
李
亞
勿
が
中
国
に
遣
使
さ
れ
た
が
︑

そ
の
折
に
蒲
希
密
も
「
舶
主
」
と
し
て
南
海
ま
で
来
て
い
た
︒
し
か
し
老
病
の
た
め
皇
帝
の
居
所
で
あ
る
宮
城
ま
で
赴
く
こ
と
が
で
き
ず
︑

方
物
を
李
亞
勿
に
託
し
て
献
上
し
て
い
る
︒

　

淳
化
四
年
︑
又
︑
其
の
副
酋
長
李
亞
勿
を
遣
わ
し
来
貢
す
︒
其
の
国
の
舶
主
蒲
希
密
︑
南
海
に
至
る
も
老
病
を
以
て
闕
︵
宮
城
の
意
︶

に
詣い

た

る
こ
と
能あ

た

わ
ず
︒
乃す

な
わち

方
物
を
以
て
亞
勿
に
附
し
来
献
すう
︒
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こ
の
時
︑
李
亞
勿
は
︑
蒲
希
密
の
書
状
︵「
表
」︶
を
持
参
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
「
大
食
の
舶
主
︑
臣
蒲
希
密
上
言
すえ
」
と
あ
っ
て
︑

蒲
希
密
は
︑
自
ら
舶
主
を
名
乗
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
蒲
希
密
が
中
国
史
料
に
登
場
す
る
の
は
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝
し
た
開
宝
九
年

︵
九
七
六
︶
が
最
初
で
あ
り
︑
二
度
目
の
登
場
で
舶
主
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

　

蒲
希
密
の
よ
う
に
︑
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝
し
た
後
に
︑
舶
主
と
し
て
登
場
す
る
大
食
の
人
物
は
ほ
か
に
も
い
る
︒
蒲
希
密
か
ら
方
物

と
書
状
を
託
さ
れ
て
︑
淳
化
四
年
︵
九
九
三
︶
に
大
食
の
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝
し
た
李
亞
勿
は
︑
十
五
年
後
の
大
中
祥
符
元
年

︵
一
〇
〇
八
︶
に
は
舶
主
と
記
録
さ
れ
︑
自
ら
麻
勿
と
い
う
人
物
︵
名
前
が
似
て
お
り
︑
息
子
と
思
わ
れ
る
︶
を
遣
使
し
て
︑
玉
圭
を
献
じ
さ
せ

て
い
るお
︒
ま
た
︑
太
平
興
国
八
年
︵
九
八
三
︶︑
三
仏
斉
︵
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
︑
ス
マ
ト
ラ
南
部
︶
か
ら
の
朝
貢
使
節
と
し
て
蒲
押
陁
羅
と

い
う
人
物
が
派
遣
さ
れ
て
い
るか
︒
五
年
後
の
端
拱
元
年
︵
九
八
八
︶
に
は
同
じ
く
三
仏
斉
か
ら
蒲
押
陀
黎
と
い
う
人
物
が
遣
使
さ
れ
て
い

る
がき
︑
同
じ
国
か
ら
の
使
節
で
あ
る
こ
と
︑
発
音
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
︒
七
年
後
の
至
道
元
年

︵
九
九
五
︶
に
は
蒲
押
陁
黎
と
い
う
人
物
が
︑
大
食
の
舶
主
と
し
て
︑
先
に
触
れ
た
蒲
希
密
の
「
表
」
を
も
っ
て
来
朝
し
て
い
るく
︒
紀
要
第

二
十
七
号
で
考
察
し
た
よ
う
に
名
前
の
発
音
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
三
者
は
同
一
人
物
の
可
能
性
が
大
き
く
︑
そ
の
場
合
︑
蒲

押
陁
羅
︵
蒲
押
陀
黎
︑
蒲
押
陁
黎
︶
も
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝
し
た
後
に
︑
舶
主
と
し
て
来
朝
し
た
こ
と
に
な
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝
し
た
人
物
が
︑
そ
の
後
︑
舶
主
と
し
て
登
場
す
る
例
は
複
数
確
認
で
き
る
よ
う
で
あ
る
︵
蒲
希
密
︑

李
亞
勿
︑
蒲
押
陁
羅
︿
？
﹀︶︒

　

舶
主
に
は
︑
朝
貢
使
節
が
乗
っ
て
き
た
船
舶
の
船
主
で
あ
っ
た
者
も
い
た
︒
咸
平
三
年
︵
一
〇
〇
〇
︶
の
大
食
の
朝
貢
使
節
は
穆
吉
鼻

と
い
う
人
物
で
あ
る
が
︑
穆
吉
鼻
が
乗
っ
て
き
た
船
の
舶
主
は
︑
陁
婆
離
︵
タ
ブ
リ
ー
ズTabriz

の
出
身
者
か
︶
と
い
う
者
で
あ
っ
たけ
︒
陁

婆
離
は
ま
た
八
年
後
の
大
中
祥
符
元
年
︵
一
〇
〇
八
︶
十
月
に
舶
主
と
し
て
方
物
を
も
っ
て
泰
山
︵
皇
帝
が
祭
祀
の
た
め
に
滞
在
し
て
い
た
地
︶

に
赴
い
て
お
りこ
︑
大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶
に
は
大
食
の
朝
貢
使
節
と
し
て
も
来
朝
し
て
い
るさ
︒
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二
、
舶
主
に
よ
る
朝
貢
、
及
び
朝
貢
に
準
じ
る
活
動

　

次
に
︑
舶
主
と
記
録
さ
れ
な
が
ら
︑
朝
貢
使
節
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
た
例
︑
あ
る
い
は
朝
貢
使
節
そ
の
も
の
と
し
て
記
録
さ
れ
た
例
も

あ
る
︒

　

雍
煕
二
年
︵
九
八
五
︶︑
三
仏
斉
の
舶
主
で
あ
る
金
花
茶
は
︑
舶
主
個
人
と
し
て
の
私
的
な
来
朝
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
正
史
で
あ
る
﹃
宋

史
﹄
に
単
独
の
記
事
と
し
て
「
方
物
を
も
っ
て
来
献
」
と
公
式
に
記
録
さ
れ
て
お
りし
︑
朝
貢
使
節
と
同
じ
よ
う
に
︑
公
的
な
来
献
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
︒
朝
貢
使
節
以
外
で
外
国
人
が
個
人
で
皇
帝
に
貢
物
を
献
上
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
た
例
は
︑
ほ
か
に
「
蕃
客
」
が
あ
げ

ら
れ
る
が
︑
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝
し
て
中
国
に
滞
在
し
て
い
る
外
国
人
が
蕃
客
と
呼
ば
れ
る
な
ど
︑
朝
貢
使
節
と
重
な
る
部
分
も
あ
り
︑

舶
主
と
し
て
記
録
に
登
場
す
る
人
物
が
べ
つ
の
機
会
に
蕃
客
と
さ
れ
る
な
ど
︑
舶
主
と
重
な
る
部
分
も
あ
るす
︒
と
も
あ
れ
︑
そ
れ
以
外
に

個
人
で
の
献
上
が
公
式
に
記
録
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
︑
金
花
茶
の
事
例
は
特
別
な
扱
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
︒

﹃
宋
史
﹄
に
は
︑
こ
の
前
年
の
雍
煕
元
年
︵
九
八
四
︶
に
︑
大
食
の
「
国
人
」
と
し
て
花
茶
が
花
錦
そ
の
他
を
も
っ
て
来
献
し
た
と
あ
るせ
︒

こ
れ
も
個
人
的
な
来
献
な
が
ら
公
式
に
記
録
さ
れ
た
例
で
︑
舶
主
︑
蕃
客
以
外
で
は
め
ず
ら
し
い
例
で
あ
る
︒
所
属
国
と
出
身
国
が
異

な
っ
て
い
る
が
︑
紀
要
第
二
十
七
号
で
述
べ
た
と
お
り
︑
三
仏
斉
か
ら
の
来
朝
者
に
は
大
食
の
人
と
目
さ
れ
る
蒲
姓
の
人
物
が
多
く
︑
三

仏
斉
は
大
食
と
関
係
の
深
い
国
で
あ
る
こ
と
︑
二
つ
の
記
録
の
年
代
が
近
い
こ
と
︑「
金
」
姓
の
有
無
は
あ
る
が
同
じ
名
前
で
あ
る
こ
と
︑

さ
ら
に
︑
個
人
に
よ
る
来
献
で
あ
り
な
が
ら
︑
と
も
に
公
的
な
献
上
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
︑
や
は
り
同
一
人
物
と
考
え
た

ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

大
食
の
人
で
あ
る
蒲
加
心
は
︑
景
徳
元
年
︵
一
〇
〇
四
︶
に
蕃
客
と
し
て
来
朝
し
て
い
る
がそ
︑
七
年
後
の
大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶

に
は
大
食
の
一
地
域
で
あ
る
勿
巡た
の
舶
主
と
し
て
「
朝
貢
」
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
るち
︒
そ
の
八
年
後
︑
天
禧
三
年
︵
一
〇
一
九
︶
に
は

大
食
の
朝
貢
使
節
の
副
使
と
し
て
も
来
朝
し
て
い
るつ
︒
舶
主
蒲
加
心
が
朝
貢
に
訪
れ
た
同
じ
大
中
祥
符
四
年
︑
や
は
り
大
食
地
域
の
国
と
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思
わ
れ
る
三
麻
蘭て
か
ら
訪
れ
た
聚
蘭
も
︑
同
国
の
舶
主
と
し
て
「
朝
貢
」
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ると
︒

　

舶
主
自
ら
が
使
節
を
派
遣
し
︑
そ
の
使
節
が
公
式
の
朝
貢
使
節
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
た
例
も
あ
る
︒

　

先
に
取
り
上
げ
た
蒲
押
陁
黎
は
︑
大
食
の
舶
主
と
し
て
来
朝
し
た
至
道
元
年
︵
九
九
五
︶
の
四
年
後
の
︑
咸
平
二
年
︵
九
九
九
︶
の
閏
三

月
に
︑
象
牙
な
ど
を
持
参
し
て
や
は
り
大
食
の
朝
貢
使
節
と
し
て
来
貢
し
た
蒲
押
提
黎な
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
の
人
物
は
︑
同

年
の
六
月
二
十
七
日
に
︑
大
食
の
蕃
客
と
し
て
︑
自
ら
が
率
い
て
い
た
朝
貢
使
節
団
の
判
官
で
あ
っ
た
文
戍
を
遣
わ
し
て
い
るに
︒
蕃
客
と

あ
る
の
は
︑
咸
平
二
年
閏
三
月
の
朝
貢
後
︑
中
国
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
中
国
国
内
の
地
か
ら
文
戍
を
派
遣
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
文
戍
の
派
遣
は
︑﹃
宋
史
﹄
真
宗
紀
で
は
「
大
食
国
遣
使
来
貢
」
と
な
っ
て
い
て
︑
国
家
が
公
式
に
派
遣
し
た
朝

貢
使
節
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
るぬ
︒
ま
た
︑
大
中
祥
符
元
年
︵
一
〇
〇
八
︶
に
︑
大
食
人
の
李
亞
勿
が
︑
舶
主
と
し
て
︑
そ
の
子
と
思
わ

れ
る
麻
勿
を
派
遣
し
た
の
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
︒

三
、
舶
主
の
活
動
の
ま
と
め

　

以
上
︑
朝
貢
使
節
を
務
め
た
経
験
の
あ
る
人
物
が
︑
そ
の
後
舶
主
と
し
て
来
朝
し
た
例
︵
蒲
希
密
︑
李
亞
勿
︑
蒲
押
陁
羅
︿
？
﹀︶︑
朝
貢

使
節
の
船
舶
の
船
主
と
し
て
来
朝
し
た
例
︵
陁
婆
離
︶︑
私
的
な
来
朝
の
後
に
︑
舶
主
と
し
て
「
朝
貢
」
し
た
例
︵
蒲
加
心
︶︑
舶
主
の
立
場

で
「
朝
貢
」
し
た
例
︵
聚
蘭
︶︑
舶
主
と
し
て
の
来
献
な
が
ら
公
式
の
朝
貢
に
類
す
る
公
的
な
扱
い
で
記
録
さ
れ
た
例
︵
金
花
茶
︶︑
舶
主

自
ら
が
派
遣
し
た
使
節
が
朝
貢
使
節
と
み
な
さ
れ
た
例
︵
蒲
押
陁
黎
が
派
遣
し
た
文
戍
︶︑
舶
主
が
派
遣
し
た
人
物
に
よ
る
献
上
が
公
的
な

献
上
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
例
︵
李
亞
勿
が
派
遣
し
た
麻
勿
︶
な
ど
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒

　

朝
貢
使
節
と
し
て
公
式
に
派
遣
さ
れ
︑
そ
の
後
に
舶
主
と
な
っ
た
者
が
複
数
い
た
が
︑
一
度
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝
す
る
と
︑
そ
の
後

は
舶
主
を
名
乗
り
つ
つ
︵
あ
る
い
は
蕃
客
の
立
場
で
︶︑
自
ら
の
意
思
で
皇
帝
に
献
上
品
を
も
っ
て
「
来
貢
」「
来
献
」
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
︑
個
人
の
立
場
で
︑
自
ら
が
皇
帝
の
も
と
を
訪
れ
た
り
︑
自
国
の
国
王
に
代
わ
っ
て
︑
自
ら
の
責
任
で
使
者
を
派
遣
し
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た
り
し
た
︑
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
︒
舶
主
だ
け
が
特
殊
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
︑
舶
主
に
頻
出
す
る
事
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
い
え
よ
う
︒
な
お
︑
公
式
の
文
書
を
持
参
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
朝
貢
に
訪
れ
な
が
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
使
節
も
あ
りね
︑
貢

物
の
献
上
に
は
一
定
の
制
限
が
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
な
か
で
︑
舶
主
︵
あ
る
い
は
蕃
客
︶
の
献
上
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
は

留
意
す
べ
き
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
蒲
希
密
は
︑
淳
化
四
年
︵
九
九
三
︶
の
頃
に
は
高
齢
と
な
り
︑
老
病
の
た
め
皇
帝
の
居
所
ま
で
出
向
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
︑
郷
里
に
も
長
く
帰
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
至
道
元
年
︵
九
九
五
︶
に
舶
主
と
し
て
来
朝
し
︑
蒲
希
密
の
書
状
︵「
表
」︶

を
も
っ
て
来
献
し
た
蒲
押
陁
黎
は
︑
実
は
蒲
希
密
の
息
子
で
︑
書
状
の
中
で
︑
父
蒲
希
密
が
五
年
も
帰
郷
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
母
の

求
め
も
あ
っ
て
父
を
探
し
に
中
国
へ
向
け
て
渡
海
し
︑
広
州
で
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
うの
︒
紀
要
第
二
十
七
号
で
︑
親
子
で
交
易

商
人
と
し
て
活
動
し
た
例
を
紹
介
し
た
がは
︑
こ
の
両
名
は
親
子
で
舶
主
を
務
め
た
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

以
下
︑
人
物
ご
と
に
ま
と
め
て
お
く
︒

　
　

○
蒲
希
密

開
宝
九
年
︵
九
七
六
︶ 

大
食
の
朝
貢
使
節
と
し
て
国
王
珂
黎
拂
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
るい
︒

淳
化
四
年
︵
九
九
三
︶ 

大
食
舶
主
と
し
て
副
酋
長
李
亞
勿
に
方
物
と
書
状
を
託
すう
︒

至
道
元
年
︵
九
九
五
︶ 

子
の
蒲
押
陁
黎
と
広
州
で
会
い
︑
方
物
と
書
状
を
託
し
て
献く
上の
︒

　
　

○
李
亞
勿

淳
化
四
年
︵
九
九
三
︶ 

大
食
副
酋
長
と
し
て
朝
貢
し
蒲
希
密
か
ら
の
方
物
と
書
状
を
持
参う
︒

大
中
祥
符
元
年
︵
一
〇
〇
八
︶ 

十
月
︑
舶
主
と
し
て
麻
勿
を
遣
使
す
るお
︒

　
　

○
蒲
押
陁
羅
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太
平
興
國
八
年
︵
九
八
三
︶ 

三
仏
斉
の
朝
貢
使
節
と
し
て
国
王
遐
至
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
るか
︒

端
拱
元
年
︵
九
八
八
︶ 

︵
蒲
押
陀
黎
︶
三
仏
斉
の
朝
貢
使
節
と
し
て
方
物
を
貢
ぐき
︒

至
道
元
年
︵
九
九
五
︶ 

︵
蒲
押
陁
黎
︶
大
食
舶
主
と
し
て
来
朝
︒
父
蒲
希
密
と
広
州
で
会
い
︑
父
の
方
物
と
書
状
を
も
っ
て
来く
献の
︒

咸
平
二
年
︵
九
九
九
︶ 

︵
蒲
押
提
黎
︶
閏
三
月
︑
大
食
の
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝な
︒

 

︵
蒲
押
提
黎
︶
六
月
︑
大
食
蕃
客
と
し
て
判
官
文
戍
を
派
遣
す
るに
︒

　
　

○
陁
婆
離

咸
平
三
年
︵
一
〇
〇
〇
︶ 
大
食
か
ら
の
朝
貢
使
節
の
船
の
舶
主
と
し
て
来
朝
す
るけ
︒

大
中
祥
符
元
年
︵
一
〇
〇
八
︶ 
十
月
︑
舶
主
と
し
て
方
物
を
も
っ
て
泰
山
︵
皇
帝
が
祭
祀
の
た
め
に
滞
在
し
て
い
た
地
︶
に
赴
くこ
︒

大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶ 

大
食
の
朝
貢
使
節
と
し
て
来
朝さ
︒

　
　

○
金
花
茶

雍
煕
元
年
︵
九
八
四
︶ 

︵
花
茶
︶
大
食
国
人
と
し
て
来
献
す
るせ
︒

雍
煕
二
年
︵
九
八
五
︶ 

三
仏
斉
舶
主
と
し
て
方
物
を
も
っ
て
来
献
す
るし
︒

　
　

○
蒲
加
心

景
徳
元
年
︵
一
〇
〇
四
︶ 

大
食
蕃
客
と
し
て
来
朝
す
るそ
︒

大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶ 

勿
巡
舶
主
と
し
て
朝
貢
す
るち
︒

天
禧
三
年
︵
一
〇
一
九
︶ 

大
食
の
朝
貢
使
節
の
副
使
と
し
て
来
朝つ
︒

　
　

○
聚
蘭

大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶ 

三
麻
蘭
舶
主
と
し
て
朝
貢
す
るち
︒
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以
上
が
︑
宋
代
の
記
録
で
あ
る
﹃
宋
史
﹄
及
び
﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
に
み
え
る
舶
主
で
あ
る
︒
人
数
は
七
名
を
数
え
る
︒
三
仏
斉
舶
主
と

し
て
来
朝
し
た
金
花
茶
を
除
い
て
︑
ほ
か
は
大
食
地
域
の
人
々
で
あ
る
︵「
花
茶
」
は
大
食
の
人
で
あ
り
︑
金
花
茶
が
「
花
茶
」
と
同
一
人
物
な

ら
ば
︑
七
名
す
べ
て
が
大
食
地
域
の
人
と
な
る
︶︒
宋
代
に
海
上
を
経
て
南
方
か
ら
来
朝
し
た
外
国
人
は
︑
ア
ラ
ブ
諸
国
で
あ
る
大
食
と
︑
来

朝
者
の
な
か
に
ア
ラ
ブ
人
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
示
す
と
さ
れ
る
蒲
姓
の
人
物
を
含
む
国
・
地
域
か
ら
の
︑
名
前
の
わ
か
る
来
朝

者
を
合
計
す
る
と
︑
そ
れ
だ
け
で
も
百
五
十
名
以
上
に
の
ぼ
るひ
︒
舶
主
の
七
名
と
い
う
人
数
は
︑
そ
れ
に
比
べ
て
も
き
わ
め
て
少
な
い
数

で
︑
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
朝
貢
使
節
の
構
成
員
で
あ
っ
た
大
使
︑
副
使
︑
判
官
に
準
ず
る
よ
う
な
公
的
な
立
場
の
人

物
と
し
て
︑
手
厚
く
遇
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

四
、
宋
代
史
料
に
「
舶
主
」
の
来
朝
が
記
録
さ
れ
た
期
間
と
市
舶
司
制
度

　

舶
主
の
語
そ
の
も
の
は
五
世
紀
初
め
の
東
晋
の
時
代
か
ら
十
六
世
紀
の
明
代
の
史
料
ま
で
長
く
み
ら
れ
る
が
︑
宋
代
に
限
る
と
﹃
宋
史
﹄

と
﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
に
海
外
か
ら
の
来
朝
者
と
し
て
登
場
す
る
の
は
北
宋
︵
九
六
〇
～
一
一
二
六
︶︑
南
宋
︵
一
一
二
七
～
一
二
七
九
︶
を
通

じ
て
の
二
百
二
十
年
の
う
ち
︑
北
宋
代
初
期
の
二
十
七
年
ほ
ど
の
ご
く
短
い
時
期
に
限
定
さ
れ
る
︵
雍
煕
二
年
︿
九
八
五
﹀
の
金
花
茶
か
ら

大
中
祥
符
四
年
︿
一
〇
一
一
﹀
の
蒲
加
心
︑
聚
蘭
ま
で
︶︒

　

舶
主
の
語
は
︑
そ
の
後
︑
元
符
二
年
︵
一
〇
九
九
︶
に
も
︑「
戸
部
」︵
財
政
を
管
轄
す
る
部
署
︶
の
記
録
に
み
え
る
が
︑
こ
こ
で
は
遭
難

船
が
漂
着
し
た
際
の
︑
船
舶
の
中
心
者
と
し
て
の
「
舶
主
」
が
不
在
の
場
合
の
船
員
や
貨
物
の
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
︑
来
朝
者

の
地
位
・
立
場
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
用
例
と
は
異
な
っ
て
い
るふ
︒

　

北
宋
代
初
期
に
お
い
て
︑
舶
主
の
来
朝
は
︑
朝
貢
使
節
の
来
朝
に
準
ず
る
よ
う
な
扱
い
で
処
遇
さ
れ
て
い
た
が
︑
朝
貢
使
節
の
来
朝
そ

の
も
の
が
︑
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
記
録
さ
れ
な
く
な
る
よ
う
で
︑
大
食
か
ら
の
朝
貢
は
紹
興
元
年
︵
一
一
三
一
︶
を
最
後
に
︑
そ
の
後

は
「
貢
賦
絶
え
ず
」
と
あ
る
だ
け
で
省
略
さ
れ
て
し
ま
うへ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
朝
貢
使
節
の
副
使
︑
判
官
な
ど
は
︑
闍
婆
︵
ジ
ャ
ワ
︶
か
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ら
の
煕
寧
六
年
︵
一
〇
七
三
︶
の
使
節
︑
注
輦
︵
チ
ョ
ー
ラ
︑
南
イ
ン
ド
︶
か
ら
の
煕
寧
十
年
︵
一
〇
七
七
︶
の
使
節
︑
占
城
︵
チ
ャ
ン
パ
︑
ベ

ト
ナ
ム
中
部
︶
か
ら
の
元
祐
七
年
︵
一
〇
九
二
︶
の
使
節
︑
真
臘
︵
カ
ン
ボ
ジ
ア
︶
か
ら
の
政
和
六
年
︵
一
一
一
六
︶
の
使
節
の
一
員
と
し
て

み
え
る
の
で
︑
こ
れ
ら
に
比
べ
て
も
極
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
記
録
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
るほ
︒

　

舶
主
の
語
が
次
に
正
史
に
現
れ
る
の
は
﹃
明
史
﹄
で
︑
嘉
靖
二
十
六
年
︵
一
五
四
七
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒「
舶
主
は
皆
貴
官
大
姓
な
り
」

と
あ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
舶
主
の
公
的
な
性
格
や
社
会
的
な
立
場
の
重
要
性
に
大
き
な
変
化
は
な
い
よ
う
で
あ
るま
︒
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
正
史
に
舶
主
来
朝
の
記
事
が
み
え
な
く
な
る
の
は
な
ぜ
か
︒

　

理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
宋
朝
政
府
が
推
進
し
た
対
外
交
易
の
活
発
化
に
と
も
な
い
︑「
綱
首
」
な
ど
に
つ
い
て
規

定
し
た
市
舶
司
制
度
の
確
立
が
作
用
し
て
い
る
可
能
性
で
あ
る
︒

　

市
舶
司
は
︑﹃
宋
史
﹄
に
「
蕃
貨
︑
海
舶
︑
征
榷
︵
徴
税
の
意
︶︑
貿
易
の
事
を
掌

つ
か
さ
どる

︒
以
て
遠
人
来
た
り
︑
遠
物
を
通
わ
せ
り
」
と
あ

る
と
お
りみ
︑
宋
代
に
お
い
て
対
外
交
易
に
か
か
わ
る
交
易
品
の
輸
入
︑
交
易
商
人
の
受
け
入
れ
︑
保
護
︑
徴
税
な
ど
の
業
務
を
一
手
に
担
っ

た
部
署
で
あ
る
︒
ま
た
︑「
綱
首
」
と
は
︑
自
ら
船
舶
を
所
有
し
て
海
外
と
交
易
を
行
う
交
易
商
人
で
︑
法
令
に
よ
っ
て
多
く
の
船
員
を

統
率
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
︑
中
国
政
府
か
ら
公
的
に
海
外
と
の
交
易
を
認
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
たむ
︒
市
舶
司
制
度
に
よ
っ
て
︑
開
宝

四
年
︵
九
七
一
︶
に
広
州
に
対
外
交
易
の
窓
口
と
な
る
市
舶
司
が
置
か
れ
︑
十
世
紀
末
ま
で
に
杭
州
と
明
州
︵
寧
波
︶
に
︑
そ
の
後
泉
州
に

も
置
か
れ
︑
公
貿
易
は
︑
す
べ
て
こ
こ
を
通
過
す
る
よ
う
に
な
り
︑
市
舶
司
制
度
は
宋
代
初
期
か
ら
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒

　

紀
要
第
二
十
五
号
で
す
で
に
取
り
上
げ
た
が
︑
舶
主
来
朝
の
記
録
が
み
え
な
く
な
っ
て
百
年
以
上
を
経
た
十
二
世
紀
前
半
に
︑
大
食
の

蕃
客
で
︑
自
ら
船
舶
を
建
造
し
︑
綱
首
に
準
ず
る
処
遇
を
望
ん
だ
商
人
が
い
る
︒
中
国
に
滞
在
し
て
い
た
蒲
囉
辛
と
い
う
人
物
で
︑
南
宋

に
入
っ
た
紹
興
六
年
︵
一
一
三
六
︶
に
︑
乳
香
の
産
地
で
あ
る
故
国
に
赴
く
た
め
に
︑
自
ら
船
舶
を
建
造
し
︑
大
量
の
乳
香
を
中
国
に
持

ち
帰
り
︑
泉
州
市
舶
司
に
進
奉
︵
献
上
の
意
︶
し
︑
税
を
徴
収
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
綱
首
に
「
比
附
」
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
︒
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︵
紹
興
六
年
︶
八
月
二
十
三
日
︑
提
挙
福
建
路
市
舶
司
言
う
に
︑
大
食
の
蕃
客
蒲
囉
辛
の
状
に
︑
本
蕃
は
乳
香
を
出
産
す
る
に
係
り
︑

自
ら
蕃え

び
すに

就お
も
むか

ん
と
し
て
船
一
隻
を
造
り
︑
広
載
し
︑
迤
邐
し
て
︵
連
な
り
続
く
意
︶︑
泉
州
市
舶
に
入き

た

れ
り
︒
進
奉
し
︑
抽
解
︵
徴
税
︶

を
う
け
︑
綱
首
に
比
附
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
う
と
︒
推
恩
し
︑
蒲
囉
辛
に
詔

み
こ
と
の
りし

て
︑
特
に
承
信
郎
に
補
す
とめ
︒

　
「
比
附
」
と
は
基
準
と
し
て
従
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑
宋
代
史
料
に
は
︑
ほ
か
に
も
「
比
附
」
の
用
例
が
み
え
る
︒
元
祐
四
年

︵
一
〇
八
九
︶
に
中
国
に
初
め
て
朝
貢
に
訪
れ
た
西
域
方
面
の
邈
黎
と
い
う
国
の
使
節
が
︑
自
国
の
国
王
の
文
書
に
加
え
︑
す
で
に
頻
繁
に

中
国
へ
朝
貢
使
節
を
派
遣
し
て
い
た
于
闐
︵
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
︑
ホ
ー
タ
ン
地
方
︶
の
国
王
の
公
式
文
書
を
携
え
︑
こ
れ
を
中
国
に
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
于
闐
の
進
奉
条
式
に
「
比
附
」
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
︑
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
るも
︒
こ
こ
で
は
「
比
附
」
は
︑
于
闐

に
準
じ
た
対
応
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
るや
︒

　

蒲
囉
辛
の
事
例
は
︑
自
ら
船
舶
を
建
造
し
て
そ
の
所
有
者
と
な
り
︑
そ
の
船
で
膨
大
な
量
の
乳
香
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
綱
首

に
準
じ
た
処
遇
を
う
け
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
解
釈
で
き
る
︒
蒲
囉
辛
の
事
例
は
︑
外
国
の
交
易
商
人
が
︑
中
国
政
府
に
よ
っ
て
そ
の
交
易

活
動
を
公
式
に
保
証
さ
れ
︑
法
的
に
特
権
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
綱
首
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
処
遇
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
︑
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
︒

　

蒲
囉
辛
は
︑
蕃
客
と
し
て
︑
自
ら
船
舶
を
建
造
し
て
船
舶
の
所
有
者
と
な
っ
た
が
︑
こ
こ
で
は
舶
主
と
は
記
録
さ
れ
ず
︑
綱
首
に
比
附

さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
こ
と
に
な
る
︒
舶
主
と
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
こ
の
時
蒲
囉
辛
が
︑
自
ら
を
舶
主
と
は
自
称
し
な
か
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
先
に
み
た
よ
う
に
蒲
希
密
は
自
ら
の
書
状
の
な
か
で
舶
主
を
自
称
し
て
い
た
が
︑
蒲
囉
辛
は
自
ら
の
意
思
で
船
舶

の
所
有
者
と
な
り
な
が
ら
︑
舶
主
を
自
称
す
る
こ
と
な
く
︑
綱
首
と
同
じ
よ
う
に
処
遇
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
︑
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で

き
る
の
で
は
な
い
か
︒
実
際
に
こ
の
後
︑
蒲
囉
辛
は
中
国
人
綱
首
で
あ
っ
た
蔡
景
芳
と
と
も
に
︑
ひ
と
し
く
承
信
郎
に
補
さ
れ
て
お
りゆ
︑

こ
れ
は
綱
首
な
み
の
処
遇
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
︒
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五
、
綱
首
の
活
動

　

こ
こ
で
︑
宋
代
に
お
け
る
綱
首
の
記
録
を
追
っ
て
み
た
い
︒
偶
目
で
き
た
範
囲
で
の
記
録
で
あ
る
が
︑
年
代
の
早
い
順
に
列
挙
し
て
み

る
︒
最
も
早
い
記
録
は
日
本
で
の
寛
仁
四
年
︵
一
〇
二
〇
︶
の
事
例
で
︑
舶
主
の
来
朝
が
最
後
に
記
録
さ
れ
た
大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶

か
ら
︑
わ
ず
か
九
年
後
の
こ
と
で
あ
る
︒

寛
仁
四
年
︵
一
〇
二
〇
︶ 
大
宋
国
の
商
客
で
あ
る
綱
首
文
嚢
︑
九
州
の
大
宰
府
に
来
着よ
︒

元
豊
五
年
︵
一
〇
八
二
︶ 
三
仏
斉
か
ら
訪
れ
た
南
蕃
綱
首
︑
広
州
の
提
挙
市
舶
・
孫
逈
に
龍
脳
な
ど
を
贈
るら

康
和
四
年
︵
一
一
〇
二
︶ 

宋
人
の
綱
首
荘
厳
︑
宋
・
泉
州
人
の
李
充
︵
荘
厳
の
「
人
徒
」︶︑
日
本
に
来
朝り
︒

長
治
元
年
︵
一
一
〇
四
︶ 

宋
人
の
綱
首
荘
厳
︑
泉
州
人
の
李
充
︑
日
本
か
ら
帰
国る
︒

長
治
二
年
︵
一
一
〇
五
︶ 

中
国
・
泉
州
人
の
綱
首
李
充
︵
康
和
四
～
長
治
元
年
に
来
日
し
て
い
た
泉
州
人
李
充
と
同
一
人
物
︶
等

六
九
人
︑
両
浙
路
市
舶
司
の
公
憑
︵
公
式
文
書
︶
を
も
っ
て
日
本
に
来
朝
︒
李
充
︑
貿
易
の
許
可
を
求
め

るれ
︒

紹
興
二
年
︵
一
一
三
二
︶ 

高
麗
の
綱
首
卓
栄
︑
高
麗
に
逃
れ
て
い
た
中
国
人
八
十
人
を
自
ら
の
船
で
帰
国
さ
せ
︑
中
国
皇
帝
か
ら
恩

賞
を
与
え
ら
れ
るろ
︒

紹
興
二
十
五
年
︵
一
一
五
五
︶ 

綱
首
陳
惟
安
︑
交
易
を
通
じ
て
占
城
王
と
親
密
に
な
り
︑
王
を
説
諭
し
て
中
国
へ
の
朝
貢
に
導
くわ
︒

紹
興
六
年
︵
一
一
三
六
︶ 

綱
首
蔡
景
芳
︑
交
易
船
や
交
易
品
を
招
き
集
め
て
息
銭
九
十
八
万
緡
を
収
め
︑
乳
香
三
十
万
緡
分
を
商
っ

た
大
食
の
蕃
客
蒲
囉
辛
と
と
も
に
承
信
郎
に
補
さ
れ
るゆ
︒

紹
興
三
十
二
年
︵
一
一
六
二
︶ 

高
麗
の
綱
首
徐
徳
栄
︑
明
州
を
訪
れ
︑
高
麗
王
朝
が
中
国
に
賀
使
を
派
遣
し
た
い
意
向
の
あ
る
こ
と
を
伝



14

え
るを
︒

乾
道
三
年
︵
一
一
六
七
︶ 

中
国
・
福
建
の
綱
首
陳
応
祥
と
綱
首
呉
兵
︵
呉
岳
︶︑
占
城
の
朝
貢
使
節
を
自
ら
の
船
に
乗
せ
て
来
航が
︒

乾
道
九
年
︵
一
一
七
三
︶ 

日
本
国
︑
初
め
て
中
国
・
明
州
の
綱
首
︵
荘
大
椿
︑
張
守
中
︶
に
方
物
を
託
し
て
入
貢
︵
使
節
は
来
朝
せ
ず
文

書
と
方
物
の
み
託
し
た
かぎ
︶︒

淳
煕
二
年
︵
一
一
七
五
︶ 

中
国
皇
帝
︑
殺
人
を
犯
し
た
日
本
人
水
夫
を
明
州
の
綱
首
に
託
し
て
帰
国
さ
せ
るぐ
︒

慶
元
六
年
︵
一
二
〇
〇
︶ 

真
里
富
︵
タ
イ
の
一
地
方
︶
に
対
し
︑
遠
国
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
︑
朝
貢
に
訪
れ
る
こ
と
を
免
じ
る
旨

を
綱
首
に
伝
え
さ
せ
るげ
︒

開
禧
元
年
︵
一
二
〇
五
︶ 
真
里
富
の
朝
貢
使
節
の
謁
見
に
「
大
朝
の
綱
首
」
が
同
席ご
︒

　

記
録
に
み
え
る
宋
代
に
お
け
る
綱
首
の
活
動
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒

　

綱
首
李
充
が
日
本
を
訪
れ
て
正
式
の
交
易
の
許
可
を
求
め
て
い
る
の
は
︑
中
国
政
府
が
認
め
た
交
易
商
人
の
活
動
と
し
て
は
最
も
基
本

的
な
も
の
と
い
え
よ
う
︒

　

高
麗
の
綱
首
卓
栄
が
︑
高
麗
に
避
難
し
て
い
た
中
国
人
を
自
船
で
帰
国
さ
せ
た
と
い
う
の
は
︑
女
真
族
の
侵
攻
を
避
け
て
国
外
に
逃
れ

て
い
た
人
々
に
帰
国
の
た
め
の
便
宜
を
は
か
っ
た
も
の
で
︑
交
易
活
動
の
ほ
か
に
︑
綱
首
は
こ
う
し
た
活
動
も
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

ま
た
︑
綱
首
陳
惟
安
が
占
城
王
を
説
諭
し
て
朝
貢
使
節
の
派
遣
を
促
し
︑
高
麗
の
綱
首
徐
徳
栄
が
高
麗
王
朝
の
賀
使
派
遣
の
意
向
を
伝

え
︑
福
建
の
綱
首
陳
応
祥
︑
綱
首
呉
兵
︵
呉
岳
︶
が
︑
占
城
の
朝
貢
使
節
を
自
船
に
乗
せ
て
来
航
し
︑
日
本
か
ら
宋
へ
の
初
め
て
の
貢
物

を
綱
首
の
船
が
も
た
ら
し
︑
朝
貢
使
節
派
遣
の
免
除
を
真
里
富
に
伝
え
さ
せ
︑
真
里
富
か
ら
の
朝
貢
使
節
の
謁
見
に
同
席
す
る
な
ど
︑
外

国
か
ら
の
朝
貢
に
関
与
し
て
い
る
の
は
︑
本
来
の
交
易
活
動
の
領
域
を
超
え
て
︑
綱
首
の
活
動
が
外
交
に
ま
で
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
も
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の
が
た
っ
て
い
る
︒
宋
朝
政
府
は
︑
そ
の
初
期
か
ら
外
国
か
ら
の
朝
貢
使
節
や
交
易
船
の
勧
誘
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
がざ
︑
現
実
的
に

は
そ
の
一
端
を
綱
首
が
担
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒

　

舶
主
の
活
動
は
︑
基
本
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
自
国
か
ら
の
朝
貢
に
か
か
わ
る
も
の
で
︑
希
少
で
高
価
な
貢
物
を
献
納
し
て
返
礼
と
し
て
下

賜
品
や
官
位
︵
称
号
︶
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
︑
朝
貢
の
主
体
者
も
し
く
は
主
体
者
に
近
い
立
場
で
の
活
動
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑

綱
首
の
場
合
は
︑
諸
外
国
と
の
交
易
活
動
を
基
本
と
し
つ
つ
も
︑
外
国
の
朝
貢
使
節
︵
貢
物
︶
を
自
船
に
乗
せ
て
き
た
り
︑
外
国
か
ら
の

朝
貢
を
促
し
て
朝
貢
そ
の
も
の
を
実
現
し
た
り
し
た
ほ
か
︑
賀
使
派
遣
の
意
向
や
︑
朝
貢
使
節
派
遣
の
免
除
を
伝
達
す
る
と
い
う
実
務
的

な
活
動
も
目
を
引
く
︒
恒
常
的
な
交
易
活
動
が
公
的
に
保
証
さ
れ
て
い
た
が
故
の
活
動
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

　

蒲
囉
辛
が
綱
首
に
比
附
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
背
景
に
は
︑
こ
う
し
た
綱
首
の
多
彩
な
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

六
、
中
国
に
お
け
る
公
貿
易
と
ア
ラ
ブ
系
の
人
々

　

と
こ
ろ
で
︑
慶
元
六
年
︵
一
二
〇
〇
︶
に
︑
真
里
富
に
対
し
て
朝
貢
を
免
じ
る
旨
を
伝
え
た
綱
首
は
︑
蒲
徳
脩
と
い
う
人
物
で
あ
る
︒

こ
の
年
に
真
里
富
が
派
遣
し
た
朝
貢
使
節
は
蒲
徳
脩
の
船
で
来
貢
し
て
お
りじ
︑
真
里
富
に
朝
貢
を
免
じ
る
こ
と
を
伝
え
た
綱
首
は
︑
蒲
徳

脩
と
推
測
で
き
る
︒

　

蒲
姓
は
ア
ラ
ブ
人
も
し
く
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
示
す
姓
で
あ
り
︑
蒲
徳
脩
は
イ
ス
ラ
ー
ム
系
の
商
人
を
思
わ
せ
る
が
︑
徳
脩
は
中
国

人
風
の
名
前
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
中
国
に
帰
化
し
た
ア
ラ
ブ
人
の
子
孫
か
も
し
れ
な
い
︒
南
海
交
易
に
携
わ
る
交
易
商
人
で
︑
蒲
姓
を
名

乗
る
人
物
で
あ
れ
ば
ア
ラ
ブ
系
の
人
物
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
確
言
は
避
け
︑
ア
ラ
ブ
系
の
人
物
が
こ
の
頃
に
綱
首
と

し
て
活
動
し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
︒

　

南
宋
末
に
な
る
と
︑
蒲
姓
を
名
乗
り
︑
ア
ラ
ブ
系
の
人
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
が
中
国
の
公
貿
易
を
掌
握
す
る
中
心
的
な
責
任
者
で
あ

る
市
舶
司
の
長
官
と
な
っ
て
い
る
︒
蒲
寿
庚
で
あ
る
︒
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︵
德
祐
二
年
︿
一
二
七
六
﹀︶︑
昰
︵
趙
昰
︑
南
宋
第
八
代
皇
帝
・
端
宗
の
こ
と
︶︑
泉
州
に
入
ら
ん
と
欲
し
︑
蒲
寿
庚
を
招
撫
せ
ん
と
す
る

に
異
志
有
り
︒
初
め
寿
庚
︑
泉
州
の
舶
司
を
提
挙
︵
管
理
︶
し
︑
蕃
舶
の
利
を
擅

ほ
し
い
ま
まに

す
る
こ
と
三
十
年
な
りず
︒

　

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
︑
ア
ラ
ブ
系
の
人
々
が
中
国
で
の
交
易
に
お
け
る
活
動
領
域
を
広
げ
︑
地
位
を
高
め
て
い
く
過
程
が
読
み
取
れ

る
よ
う
で
あ
る
︒

　
「
舶
主
」
す
な
わ
ち
船
主
は
︑
自
ら
船
舶
を
建
造
し
︑
船
主
と
な
っ
て
紹
興
六
年
︵
一
一
三
六
︶
に
再
び
来
朝
し
た
蒲
囉
辛
の
例
に
み
る

と
お
り
︑
宋
初
の
の
ち
も
来
朝
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
︑
元
符
二
年
︵
一
〇
九
九
︶
の
「
戸
部
」
の
記
録
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
舶
主
」
の

語
も
使
わ
れ
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
市
舶
司
制
度
が
整
え
ら
れ
る
に
し
た
が
っ
て
朝
貢
使
節
に
付
随
す
る
活
動
の
み
で
は
商
業
活
動

と
し
て
は
広
が
り
に
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
宋
朝
政
府
と
し
て
は
舶
主
と
の
や
り
取
り
は
利
益
の
多
い
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
がぜ
︑
舶
主
の
側
と
し
て
は
︑
単
発
的
か
つ
民
間
交
易
が
制
限
さ
れ
た
朝
貢
貿
易
に
付
随
す
る
活
動
に
留
ま
る
限
り
は
︑
商

業
活
動
と
し
て
の
交
易
は
限
定
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
︑
綱
首
と
し
て
の
活
動
こ
そ
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

そ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
︑
来
朝
し
た
ア
ラ
ブ
商
人
が
舶
主
の
立
場
で
の
貢
物
の
献
上
を
し
な
く
な
る
な
ど
し
て
︑
舶
主
の
来
朝
が
記
録

さ
れ
な
く
な
っ
た
︑
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
想
像
さ
れ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
時
代
の
海
上
交
易
で
最
重
要
の
相
手
国
で
あ
っ
た
大
食
か
ら
の
朝
貢
使
節
は
︑
宋
代
初
期
か
ら
︑
朝
貢
の
た
め
に
専

用
の
船
舶
を
用
意
し
た
の
で
は
な
く
︑
交
易
船
に
乗
っ
て
来
朝
し
て
い
た
︒

　
︵
開
宝
元
年
︿
九
六
八
﹀︶
二
月
二
十
二
日
︑
大
食
国
遣
使
し
方
物
を
貢
ぐ
︒
山
堂
考
索
に
︑
是
の
年
大
食
国
遣
使
し
方
物
を
貢
ぐ
︒

是
よ
り
貢
奉
商
舶
︑
往
来
し
て
已や

ま
ず
とぞ
︒
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「
貢
奉
商
舶
」
と
い
う
の
は
朝
貢
使
節
を
乗
せ
た
商
船
の
意
で
あ
ろ
う
︒
宋
初
に
来
朝
し
た
七
名
の
舶
主
は
ほ
ぼ
す
べ
て
大
食
方
面
の

人
々
で
あ
っ
た
︒
李
亞
勿
の
よ
う
に
大
食
の
副
酋
長
を
名
乗
っ
た
者
も
い
た
が
︑
李
亞
勿
も
舶
主
と
し
て
来
朝
し
て
お
り
︑
そ
の
船
が
「
商

舶
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
や
は
り
商
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
彼
ら
は
す
べ
て
商
人
と

し
て
来
朝
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒

　

大
食
︑
す
な
わ
ち
ア
ラ
ブ
の
人
々
は
︑
商
人
と
し
て
来
朝
し
な
が
ら
朝
貢
使
節
を
務
め
︑
宋
代
初
期
に
は
自
ら
商
船
を
所
有
し
て
来
朝

す
る
も
の
も
出
現
し
︑「
舶
主
」
と
称
し
︑
そ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
た
︒
い
っ
ぽ
う
で
︑
市
舶
司
制
度
が
整
う
に
つ
れ
て
︑
綱
首
の
活
動

が
本
格
化
し
︑
も
と
も
と
交
易
活
動
が
主
目
的
で
あ
っ
た
彼
ら
に
と
っ
て
︑
朝
貢
に
付
随
す
る
よ
う
な
形
で
の
舶
主
と
し
て
の
活
動
よ
り
︑

交
易
活
動
を
本
業
と
す
る
綱
首
と
し
て
の
活
動
こ
そ
が
︑
本
来
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒

　

彼
ら
商
人
は
︑
朝
貢
使
節
に
準
じ
る
よ
う
な
「
舶
主
」
の
立
場
よ
り
︑
よ
り
本
格
的
な
交
易
活
動
が
認
め
ら
れ
た
中
国
政
府
公
認
の
交

易
商
人
で
あ
る
「
綱
首
」
に
準
じ
た
活
動
を
求
め
︵
十
二
世
紀
末
に
は
ア
ラ
ブ
人
の
可
能
性
の
あ
る
綱
首
蒲
徳
脩
の
活
動
も
み
ら
れ
た
︶︑
宋
末
に

は
公
式
の
南
海
貿
易
の
最
高
責
任
者
で
︑
そ
の
綱
首
を
管
轄
す
る
官
職
で
あ
る
「
市
舶
司
」
の
長
官
を
務
め
る
も
の
ま
で
が
現
れ
る
︑
と

い
う
歴
史
が
概
観
で
き
そ
う
で
あ
る
︒

む
す
び

　
「
舶
主
」
の
来
朝
は
宋
初
に
集
中
的
に
記
録
さ
れ
な
が
ら
︑
三
十
年
足
ら
ず
の
わ
ず
か
な
期
間
で
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
︑
や

が
て
中
国
政
府
公
認
の
も
と
︑
自
ら
船
舶
を
所
有
し
て
交
易
に
携
わ
る
商
人
で
あ
る
「
綱
首
」
が
︑
舶
主
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
し
て
︑

史
料
に
さ
か
ん
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
う
し
た
な
か
で
ア
ラ
ブ
商
人
も
綱
首
と
同
様
の
活
動
を
望
む
よ
う
に
な
り
︑
宋
末
に
は

公
貿
易
の
最
高
責
任
者
を
務
め
る
も
の
が
現
れ
る
︑
と
い
う
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
︒

　

宋
末
に
市
舶
司
の
長
官
と
な
っ
た
蒲
寿
庚
は
︑
交
易
を
通
じ
て
莫
大
な
財
力
を
築
く
と
と
も
に
強
大
な
勢
力
を
誇
り
︑
南
宋
末
に
は
第
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八
代
皇
帝
・
端
宗
に
対
し
て
「
異
志
有
り
」
と
あ
っ
た
と
お
り
︑
宋
王
朝
を
見
限
っ
て
元
軍
に
つ
き
︑
元
王
朝
で
も
重
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
︒
以
後
︑
元
代
を
通
じ
て
︑
そ
の
子
孫
一
族
は
繁
栄
を
極
め
た
と
い
うだ
︒

　

宋
代
中
国
に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
商
人
の
活
動
は
極
め
て
活
発
で
あ
る
が
︑「
舶
主
」「
綱
首
」
を
通
じ
て
︑
そ
の
活
動
内
容
を
充
実
さ
せ

て
い
っ
た
様
子
が
た
ど
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
紀
要
第
二
十
五
号
で
考
察
し
た
「
蕃
客
」
は
︑
中
国
政
府
に
賓
客
と
し
て
遇
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
で
︑
制
限
の
多
い
民
間
と
の
交

易
が
︑
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
限
定
つ
き
な
が
ら
公
認
︑
拡
大
さ
れ
て
い
く
過
程
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
︑
や
は
り
西
ア
ジ
ア
商
人

の
交
易
活
動
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
今
回
は
紙
幅
の
関
係
で
︑
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
︑

今
後
︑
機
会
を
み
て
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

注︵
１
︶「
中
国
に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
商
人

─
﹃
蕃
客
﹄﹃
舶
主
﹄
を
め
ぐ
っ
て
」﹃
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
﹄
第
二
十
五
号　

二
〇
〇
九
︑「
東
南
ア
ジ

ア
に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
商
人
の
活
動
に
つ
い
て
︵
十
～
十
一
世
紀
を
中
心
に
︶」
同　

第
二
十
七
号　

二
〇
一
一

︵
２
︶﹃
宋
史
﹄
巻
三　

太
祖
紀
三
︵
中
華
書
局
﹃
宋
史
﹄　

上
海　

一
九
七
七　

第
一
冊　

四
七
頁
︶

　
　

 

︵
開
寶
九
年
夏
四
月
︶
丙
寅
︐
大
食
國
王
珂
黎
拂
遣
使
蒲
希
密
來
獻
方
物
︒

︵
３
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
一
八
頁
︶

　
　

 

淳
化
四
年
︐
又
遣
其
副
酋
長
李
亞
勿
來
貢
︒
其
國
舶
主
蒲
希
密
至
南
海
︐
以
老
病
不
能
詣
闕
︐
乃
以
方
物
附
亞
勿
來
獻
︒

︵
４
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
一
八
︲
一
四
一
一
九
頁
︶

　
　

 

其
表
曰

：

大
食
舶
主
臣
蒲
希
密
上
言
︵
以
下
略
︶

︵
５
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
二
〇
頁
︶

　
　

 

大
中
祥
符
元
年
十
月
︐︵
中
略
︶
舶
主
李
亞
勿
遣
使
麻
勿
來
獻
玉
圭
︒

︵
６
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
八
九　

三
仏
斉
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
〇
八
九
頁
︶



宋代における西アジア商人の活動

19

　
　

 

︵
太
平
興
國
︶
八
年
︐
其
王
遐
至
遣
使
蒲
押
陁
羅
來
貢
水
晶
佛
︑
錦
布
︑
犀
牙
︑
香
藥
︒

︵
７
︶
注
６
に
同
じ
︒

　
　

 
端
拱
元
年
︐
遣
使
蒲
押
陀
黎
貢
方
物
︒

︵
８
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
一
九
頁
︶

　
　

 

至
道
元
年
︐
其
國
舶
主
蒲
押
陁
黎
齎
蒲
希
密
表
來
獻
白
龍
腦
一
百
兩
︵
以
下
略
︶

︵
９
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
九
一　

大
食
︵
中
華
書
局
﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄　

北
京　

一
九
九
七　

第
八
冊　

七
七
五
九
頁
︶

　
　

 

︹︵
咸
平
︶
三
年
三
月
遣
使
穆
吉
鼻
朝
貢
其
還
也
詔
賜
其
舶
主
陁
婆
離
銀
二
千
七
百
兩
︵
以
下
略
︶︺

　
　

 

な
お
︑
咸
平
元
年
︵
九
九
八
︶
に
大
食
国
王
に
よ
っ
て
三
麻
傑
と
い
う
も
の
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
時
の
舶
主
は
「
陁
離
」
と
な
っ
て
い

る
︵﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
九
一　

大
食
︑
前
掲
書　

第
八
冊　

七
七
五
九
頁
︶︒

　
　

 

︹
真
宗
咸
平
元
年
八
月
詔
曰
欶
大
食
國
王
先
差
三
麻
傑
託
舶
主
陁
離
於
廣
州
買
鐘
︵
以
下
略
︶︺

　
　

 

こ
の
部
分
は
「
婆
」
字
が
脱
字
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
り
︑
そ
の
場
合
︑
舶
主
陁
婆
離
は
咸
平
元
年
の
大
食
の
朝
貢
使
節
が
乗
っ
て
き
た
船
舶

の
船
主
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
な
お
陁
婆
離
は
︑
地
名Tabriz

の
音
訳
と
さ
れ
る
︵
中
国
史
料
に
は
よ
り
発
音
の
近
い
「
陁
婆
離
慈
」
な
ど
と

も
み
え
る
︶︒

︵
10
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
二
〇
頁
︶

　
　

 

大
中
祥
符
元
年
十
月
︐
車
駕
東
封
︐
舶
主
陁
婆
離
上
言
願
執
方
物
赴
泰
山
︐
從
之
︒

︵
11
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
一
八　

歴
代
朝
貢
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
四
八
頁
︶

　
　

 

︵
大
中
祥
符
︶
四
年
二
月
十
七
日
︵
中
略
︶
大
食
國
使
陁
婆
離
︵
中
略
︶
詣
行
在
朝
貢

︵
12
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
八
九　

三
仏
斉
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
〇
八
九
頁
︶

　
　

 

雍
煕
二
年
︐
舶
主
金
花
茶
以
方
物
來
獻
︒

︵
13
︶
第
三
節
で
後
述
す
る
が
︑
咸
平
二
年
︵
九
九
九
︶
六
月
に
判
官
文
戍
を
派
遣
し
て
象
牙
な
ど
を
献
上
し
た
蕃
客
蒲
押
提
黎
は
同
年
閏
三
月
に
朝

貢
使
節
と
し
て
来
朝
し
た
人
物
で
あ
る
︒
ま
た
︑
後
述
す
る
よ
う
に
景
徳
元
年
︵
一
〇
〇
四
︶
に
大
食
蕃
客
と
し
て
来
朝
し
た
蒲
加
心
は
︑
大

中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶
に
は
勿
巡
の
舶
主
と
し
て
来
朝
し
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
に
︑
す
で
に
触
れ
た
︑
李
亞
勿
が
玉
圭
を
献
じ
さ
せ
た
李

麻
勿
は
蕃
客
と
し
て
記
録
さ
れ
︵﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
一
七
︑
歴
代
朝
貢
︑
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
四
八
頁
︒
こ
こ
に
は
︹
大
食
蕃
客

李
麻
勿
︺
と
み
え
る
︶︑「
大
宴
祥
符
」︵
大
中
祥
符
の
誤
り
︶
九
年
︵
一
〇
一
六
︶
十
一
月
に
大
食
蕃
客
截
沙
蒲
黎
が
金
銭
銀
銭
な
ど
を
も
っ
て
「
来

貢
」
し
︵﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
九
一　

大
食
︑
前
掲
書　

第
八
冊　

七
七
五
九
頁
︶︑
第
四
節
で
取
り
上
げ
る
大
食
の
蕃
客
蒲
囉
辛
は
紹
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興
六
年
︵
一
一
三
六
︶
に
乳
香
な
ど
を
「
進
奉
」
す
な
わ
ち
献
上
し
て
い
る
︒

︵
14
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
一
八
頁
︶

　
　

 

雍
煕
元
年
︐
國
人
花
茶
來
獻
花
錦
︑
越
諾
︑
揀
香
︑
白
龍
腦
︑
白
沙
糖
︑
薔
薇
水
︑
琉
璃
器
︒

︵
15
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
二
〇
頁
︶

　
　

 
景
徳
元
年
︵
中
略
︶
其
秋
︐
蕃
客
蒲
加
心
至
︒

︵
16
︶﹃
宋
史
﹄
大
食
国
伝
に
以
下
の
よ
う
に
み
え
︑
勿
巡
国
は
大
食
地
域
の
国
と
わ
か
る
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
二
一
頁
︶︒

　
　

 

其
國
部
屬
各
異
名
︐
故
有
勿
巡
︐
有
陁
婆
離
︐
有

盧
和
地
︐
有
麻
囉
跋
等
國
︐
然
皆
冠
以
大
食
︒

︵
17
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
一
八　

歴
代
朝
貢
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
四
八
頁
︶

　
　

 

︵
大
中
祥
符
︶
四
年
二
月
十
七
日
︵
中
略
︶
三
麻
蘭
國
舶
主
聚
蘭
勿
巡
國
舶
主
蒲
加
心
︵
中
略
︶
詣
行
在
朝
貢

︵
18
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
二
一
頁
︶

　
　

 

天
禧
三
年
︵
中
略
︶
副
使
蒲
加
心
等
來
貢
︒

︵
19
︶
三
麻
蘭
国
も
︑
そ
の
朝
貢
品
が
大
食
か
ら
の
朝
貢
品
と
ほ
と
ん
ど
共
通
し
て
お
り
︑
大
食
方
面
の
一
地
域
と
推
測
で
き
る
︵
注
１
前
掲　

二
十
五

号
所
収
拙
稿　

二
一
頁
参
照
︶︒

︵
20
︶
注
17
参
照
︒

︵
21
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
九
一　

大
食
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
七
五
九
頁
︶

　
　

 

︵
咸
平
︶
二
年
閏
三
月
遣
蒲
押
提
黎
来
貢
象
牙
四
株
揀
香
二
百
斤
︵
以
下
略
︶

︵
22
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
一
四　

歴
代
朝
貢
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
四
六
頁
︶

　
　

 

︵
咸
平
二
年
︶
六
月
二
十
七
日
大
食
國
蕃
客
蒲
押
提
黎
遣
其
判
官
文
戍
来
貢

︵
23
︶﹃
宋
史
﹄
巻
六　

真
宗
紀
一
︵
前
掲
書　

第
一
冊　

一
〇
九
頁
︶

　
　

 

六
月
︵
中
略
︶
庚
辰
︐
大
食
國
遣
使
來
貢
︒

︵
24
︶﹃
宋
史
﹄
日
本
国
伝
に
よ
れ
ば
︑
天
聖
四
年
︵
一
〇
二
六
︶
に
九
州
の
大
宰
府
が
遣
使
し
て
「
方
物
」
を
献
上
し
よ
う
と
し
た
が
︑「
本
国
表
」

を
携
行
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
来
献
を
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
︵﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
一
︑
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
三
六
頁
︶︒

　
　

 

天
聖
四
年
十
二
月
︑
明
州
言
う
に
︑
日
本
国
の
太

︵
マ
マ
︶宰

府
︑
人
を
遣
わ
し
て
方
物
を
貢
ぐ
に
︑
而
も
本
国
表
を
持
た
ず
と
︒
詔
し
て
之
を
卻し

り
ぞけ

し
む
︒

　
　

 

︹
天
聖
四
年
十
二
月
︐
明
州
言
日
本
國
太

︵
マ
マ
︶宰

府
遣
人
貢
方
物
︐
而
不
持
本
國
表
︐
詔
卻
之
︒︺

　
　

 

ま
た
︑
元
豊
二
年
︵
一
〇
七
九
︶
に
方
物
を
も
っ
て
来
朝
し
た
于
闐
の
使
節
も
︑
国
主
の
表
章
を
携
行
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
方
物
の
貢
納
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を
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
︵﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
一
六　

于
闐
︑
前
掲
書　

第
八
冊　

七
七
二
一
頁
︶︒

　
　

 
︵
元
豊
︶
二
年
十
月
十
三
日
︑
煕
河
路
経
略
司
言
う
に
︑
于
闐
国
来
り
て
方
物
を
貢
ぐ
に
︑
而
も
国
主
の
表
章
無
し
︒
法の

り

し
て
当
に
納
め
る
べ
か

ら
ず
と
︒
已
に
使
を
諭さ

と

し
て
去ゆ

か
し
む
︒
詔
し
て
︑
竪い

や

し
く
貢

み
つ
ぎ
も
のを

奪
わ
ん
と
欲
す
る
が
如
し
︒
之
を
聴
く
可
し
と
︒

　
　

 

︹︵
元
豊
︶
二
年
十
月
十
三
日
煕
河
路
經
略
司
言
于
闐
國
來
貢
方
物
而
無
國
主
表
章
法
不
當
納
已
諭
使
去
詔
如
竪
欲
奪
貢
可
聴
之
︺

︵
25
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
一
九
︲
一
四
一
二
〇
頁
︶

　
　

 

注
８
で
み
た
と
お
り
︑
蒲
押
陁
黎
は
蒲
希
密
の
表
を
携
え
て
来
て
い
た
が
︑
そ
の
な
か
で
︑
蒲
希
密
は
父
で
あ
り
︑
父
を
探
し
に
来
た
経
緯
を

述
べ
て
い
る
︒
蒲
希
密
か
ら
の
皇
帝
へ
の
謝
意
を
伝
え
る
な
ど
し
︑
蒲
希
密
か
ら
の
献
上
品
に
対
し
て
︑
そ
れ
に
見
合
っ
た
下
賜
品
が
与
え
ら

れ
て
い
る
︒
注
８
で
引
用
し
た
部
分
の
後
の
方
に
︑
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
︒

　
　

 

引
對
於
崇
政
殿
︐
譯
者
代
奏
云

：

「
父
蒲
希
密
因
緣
射
利
︐
泛
舶
至
廣
州
︐
迨
今
五
稔
未
歸
︒
母
令
臣
遠
來
尋
訪
︐
昉
至
廣
州
見
之
︒
具
言
前

歲
蒙
皇
帝
聖
恩
降
敕
書
︐
賜
以
法
錦
袍
︑
紫
綾
纏
頭
︑
間
塗
金
銀
鳳
瓶
一
對
︑
綾
絹
二
十
疋
︒
今
令
臣
奉
章
來
謝
︐
以
方
物
致
貢
︒」︵
中
略
︶

上
賜
以
襲
衣
︑
冠
帶
︑
被
褥
等
物
︐
令
閤
門
宴
犒
訖
︐
就
館
︐
延
留
數
月
遣
回
；
降
詔
答
賜
蒲
希
密
黃
金
︐
準
其
所
貢
之
直
︒

︵
26
︶
注
１
前
掲　

二
十
七
号
所
収
拙
稿　

四
五
頁

︵
27
︶
当
研
究
所
紀
要
第
二
十
七
号
所
収
拙
稿
の
表
１
︵
三
六
︲
三
七
頁
︶
参
照
︒
名
前
を
ひ
と
り
ず
つ
数
え
る
と
︑
大
食
か
ら
は
三
十
九
名
︑
占
城

か
ら
は
七
十
名
︑
三
仏
斉
か
ら
は
三
十
五
名
︑
注
輦
か
ら
は
十
名
︑
闍
婆
か
ら
は
七
名
︑
勃
泥
︵
ブ
ル
ネ
イ
︶
か
ら
は
四
名
︑
真
里
富
︵
タ
イ

の
一
地
方
︶
か
ら
は
一
名
で
︑
合
わ
せ
る
と
百
六
十
名
を
超
え
る
︒
複
数
国
に
ま
た
が
る
名
前
が
九
名
分
あ
り
︑
長
い
名
前
な
ど
も
あ
っ
て
そ

の
数
え
方
に
も
よ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
国
・
地
域
か
ら
来
朝
し
た
名
前
の
わ
か
る
者
の
人
数
は
百
五
十
名
ほ
ど
に
お
よ
ぶ
と
推
定
さ
れ
る
︒

︵
28
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
職
官
四
四
之
八　

市
舶
司
︵
前
掲
書　

第
四
冊　

三
三
六
七
頁
︶

　
　

 

元
符
二
年
五
月
十
二
日
︑
戸
部
言
う
に
︑
蕃
舶
︑
風
の
為
に
㳂
海
の
州
界
に
飄
着
し
︑
若
し
損
敗
し
︑
及な

ら

び
に
舶
主
在
ら
ざ
れ
ば
︑
官
為
に
拯

救
︵
救
助
の
意
︶
し
︑
物
貨
を
録
す
と
︒

　
　

 

︹
元
符
二
年
五
月
十
二
日
戸
部
言
蕃
舶
為
風
飄
着
㳂
海
州
界
若
損
敗
及
舶
主
不
在
官
為
拯
救
録
物
貨
︺

︵
29
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
〇　

大
食
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
二
二
頁
︶

　
　

 

紹
興
元
年
︐
復
遣
使
貢
文
犀
︑
象
齒
︐
朝
廷
亦
厚
加
賜
與
︐
而
不
貪
其
利
︒
故
遠
人
懷
之
︐
而
貢
賦
不
絶
︒

　
　

 

﹃
宋
史
﹄
本
紀
で
は
︑
徽
宗
紀
三
に
み
え
る
政
和
六
年
︵
一
一
一
六
︶
の
入
貢
が
最
後
で
あ
る
︵
巻
二
一　

前
掲
書　

第
二
冊　

三
九
七
頁
︶︒

︵
30
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
八
九　

闍
婆
国
伝
に
︹
副
使
羅
悉
沙
文
︑
判
官
悉
理
沙
文
︺︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
〇
九
〇
頁
︶︑
同　

注
輦
国
伝
に
︹
副

使
南
卑
琶
打
︑
判
官
麻
圖
華
羅
︺︵
同　

一
四
〇
九
八
頁
︶︑
同　

占
城
国
伝
に
︹
副
使
傍
水
知
突
︺︵
同　

一
四
〇
八
五
頁
︶︑
同　

真
臘
国
伝
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に
︹
副
使
安
化
郎
將
摩
君
明
稽

︺︵
同　

一
四
〇
八
六
頁
︶
と
み
え
る
︒

︵
31
︶﹃
明
史
﹄
食
貨
志
五　

市
舶
︵
中
華
書
局
﹃
明
史
﹄　

北
京　

一
九
七
四　

第
七
冊　

一
九
八
一
頁
︶

︵
32
︶﹃
宋
史
﹄
巻
一
六
七　

提
挙
市
舶
司
︵
前
掲
書　

第
一
二
冊　

三
九
七
一
頁
︶

　
　

 

提
舉
市
舶
司　

掌
蕃
貨
海
舶
征
榷
貿
易
之
事
︐
以
來
遠
人
︐
通
遠
物
︒

　
　

 
市
舶
司
の
具
体
的
な
職
務
内
容
に
つ
い
て
は
︑
桑
原
隲
藏
﹃
蒲
寿
庚
の
事
蹟
﹄　

岩
波
書
店　

一
九
三
五　

七
︲
八
頁　
「
市
舶
司
の
職
掌
」︵
平

凡
社　

東
洋
文
庫
版
﹃
蒲
寿
庚
の
事
蹟
﹄　

一
九
八
九　

三
〇
︲
三
一
頁　

同
︶
に
詳
し
い
︒

︵
33
︶﹃
萍
州
可
談
﹄︵
宣
和
元
年
︿
一
一
一
九
︶
朱
彧
著
︶巻
二︵﹃
景
印　

文
淵
閣
四
庫
全
書
﹄台
湾
商
務
印
書
館　

台
北　

一
〇
三
八
巻　

二
八
九
頁
上
︶

　
　

 

甲
令
︵
法
令
の
意
︶
に
︑
毎
舶
︑
大
な
る
者
は
数
百
人
︑
小
な
る
者
は
百
余
人
な
り
︒
巨
商
を
以
て
綱
首
・
副
綱
首
・
雑
事
と
為
す
︒
市
舶
司
︑

朱
記
を
給
い
︑
笞
を
用
い
て
其
の
徒
を
治
め
る
こ
と
を
許
す
︒

　
　

 

︹
甲
令
毎
舶
大
者
數
百
人
小
者
百
餘
人
以
巨
商
為
綱
首
副
綱
首
雜
事
市
舶
司
給
朱
記
許
用
笞
治
其
徒
︺

　
　

 

こ
こ
に
み
え
る
「
朱
記
」
と
は
朱
印
の
こ
と
で
︑
官
吏
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
綱
首
は
公
職
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︵「
朱
記
」

に
つ
い
て
は
﹃
宋
史
﹄
輿
服
志
六　

前
掲
書　

第
一
一
冊　

三
五
九
四
頁
︶︒
な
お
︑「
綱
首
」
の
「
綱
」
は
貨
物
の
意
︒

︵
34
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
四
六　

歴
代
朝
貢
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
六
二
頁
︶

　
　

 

︵
紹
興
六
年
︶
八
月
二
十
三
日
提
舉
福
建
路
市
舶
司
言
大
食
蕃
客
蒲
囉
辛
狀
本
蕃
係
出
産
乳
香
自
就
蕃
造
船
一
隻
廣
載
迤
邐
入
泉
州
市
舶
進
奉
抽

解
乞
比
附
綱
首
推
恩
詔
蒲
囉
辛
特
補
承
信
郎

︵
35
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
四
〇　

歴
代
朝
貢
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
五
九
頁
︶

　
　

 

︵
元
祐
四
年
六
月
︶
十
四
日
︑
礼
部
言
う
に
︑
邈
黎
国
の
般
次
冷
移
︑
四
扶
栗
迷
等
︑
于
闐
国
の
黒
汗
王
并
び
に
本
国
の
蕃
王
の
表
章
を
賫

も
た
らす

︒

緣え
に
しを

奉
ず
る
に
︑
自
来
曽
て
入
貢
す
る
こ
と
な
し
︒
于
闐
国
の
進
奉
条
式
に
比
附
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
︒
之
に
従
う
︒

　
　

 

︹︵
元
祐
四
年
六
月
︶
十
四
日
禮
部
言
邈
黎
國
般
次
冷
移
四
扶
栗
迷
等
賫
于
闐
國
黒
汗
王
并
本
國
蕃
王
表
章
奉
緣
自
来
不
曽
入
貢
請
比
附
于
闐
國

進
奉
條
式
従
之
︺

︵
36
︶﹃
宋
史
﹄
邈
黎
国
伝
︵
巻
四
八
九
︑
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
〇
八
七
︲
一
四
〇
八
八
頁
︶
に
「
邈
黎
国
︑
元
祐
四
年
︑
般
次
冷
移
︑
四
抹
粟

迷
等
︑
于
闐
国
の
黑
汗
王
并
び
に
本
国
王
の
表
章
を
賫

も
た
らし

来
れ
り
︒
有
司
︑
其
の
国
未
だ
嘗
て
入
貢
せ
ざ
る
を
以
て
︑
于
闐
の
条
式
に
視

な
ぞ
ら
えん

こ

と
を
請
う
」
と
あ
っ
て
︑
比
附
は
こ
こ
で
は
于
闐
に
準
じ
た
対
応
を
受
け
る
意
と
と
れ
る
︒

　
　

 

邈
黎
國
︐
元
祐
四
年
︐
般
次
冷
移
︑
四
抹
粟
迷
等
賫
于
闐
國
黑
汗
王
幷
本
國
王
表
章
來
︒
有
司
以
其
國
未
嘗
入
貢
︐
請
視
于
闐
條
式
︒
從
之
︒

︵
37
︶﹃
宋
史
﹄
巻
一
八
五　

食
貨
志
下
七
︵
前
掲
書　

第
一
三
冊　

四
五
三
七
︲
四
五
三
八
頁
︶
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諸
市
舶
の
綱
首
に
し
て
能
く
舶
舟
を
招
誘
し
︑
物
貨
を
抽
解
し
︑
累
価
す
る
こ
と
五
万
貫
︑
十
万
貫
に
及
ぶ
者
︑
官
に
補
せ
し
め
︑
差つ

か
い︵

官
職
の

意
︶
有
ら
し
む
︒
大
食
蕃
客
の
囉
辛
︑
乳
香
を
販あ

き
ない

︑
三
十
万
緡
に
直あ

た
いす

︒
綱
首
蔡
景
芳
︑
舶
貨
を
招
誘
し
︑
息
銭
九
十
八
万
緡
を
收
む
︒
各

お
の
お
の承

信

郎
に
補
せ
し
む
︒

　
　

 

︹
諸
市
舶
綱
首
能
招
誘
舶
舟
︑
抽
解
物
貨
︑
累
價
及
五
萬
貫
十
萬
貫
者
︐
補
官
有
差
︒
大
食
蕃
客
囉
辛
販
乳
香
直
三
十
萬
緡
︐
綱
首
蔡
景
芳
招
誘

舶
貨
︐
收
息
錢
九
十
八
萬
緡
︐
各
補
承
信
郎
︒︺

︵
38
︶﹃
小
右
記
﹄︵
藤
原
実
資
の
日
記
︶
寛
仁
四
年
︵
一
〇
二
〇
︶
九
月
十
四
日
の
条
︿
増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
﹃
増
補　

史
料
大
成
﹄
別
巻
︵
小

右
記
二
︶　

臨
川
書
店　

三
一
四
頁
下
﹀

　
　

 

左
大
臣
参
入
し
︑
彼
是
に
示
し
て
云
う
に
︑
大
宋
国
の
商
客
来
着
の
事
定
め
申
す
可
し
と
︒︵
中
略
︶
太

︵
マ
マ
︶宰

︵
九
州
・
大
宰
府
︶
言
上
せ
し
解
文
︑

并
び
に
大
宋
国
の
商
客
の
解
文
等
の
事
を
定
め
申
す
︒
綱
首
文
嚢
な
り
︒
定
め
申
し
て
云
う
に
︑
年
紀
︑
参
来
を
幾ね

が

わ
ず
︑
須
く
廻
却
︵
帰
国

さ
せ
る
意
か
︶
に
従
う
べ
き
に
︑
而
も
当と

う
ぎ
ん今

︵
時
の
天
皇
︶
の
徳
化
を
感お

も

い
︑
参
来
の
由
を
申
す
︒
宜
し
く
安
置
被さ

る
べ
き
な
り
と
︒

　
　

 

︹
左
大
臣
參
入
︑
示
彼
是
云
︑
可
定
申
大
宋
國
商
客
來
着
事
者
︑︵
中
略
︶
定
申
太
宰
言
上
解
文
︑
幷
大
宋
國
商
客
解
文
等
事
︑﹇
綱
首
文
嚢
︑﹈

定
申
云
︑
年
紀
不
幾
參
來
︑
須
從
廻
却
︑
而
申
感
當
今
之
德
化
︑
參
來
之
由
︑
宜
被
安
置
也
︺︵﹇ 

﹈
内
は
割
注
︶

︵
39
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
職
官
四
四
之
六　

市
舶
司
︵
前
掲
書　

第
四
冊　

三
三
六
六
頁
︶

　
　

 

︵
元
豊
︶
五
年
十
月
十
七
日
︑
広
東
転
運
副
使
兼
提
挙
市
舶
司
の
孫
逈
言
う
に
︑
南
蕃
の
綱
首
︑
三
︵
仏
︶
斉
詹
畢
国
主
及な

ら

び
に
主
管
国
事
・
国

主
の
女
の
唐
字
の
書
を
持
ち
て
︑
臣
に
熟
龍
脳
二
百
二
十
七
両
︑
布
十
三
疋
を
寄お

く

る
︒

　
　

 

︹︵
元
豊
︶
五
年
十
月
十
七
日
廣
東
轉
運
副
使
兼
提
舉
市
舶
司
孫
逈
言
南
蕃
綱
首
持
三
□
齊
詹
畢
國
主
及
主
管
國
事
國
主
之
女
唐
字
書
寄
臣
熟
龍

腦
二
百
二
十
七
兩
布
十
三
疋
︺

︵
40
︶
田
島
公
「
Ⅴ　

日
本
︑
中
国
・
朝
鮮
対
外
交
流
史
年
表
」　

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
編
﹃
貿
易
陶
磁
︱
奈
良
・
平
安
の
中
国

陶
磁
︱
﹄　

財
団
法
人
由
良
大
和
古
文
化
研
究
協
会　

一
九
九
三

︵
41
︶
前
掲
注
に
同
じ
︒

︵
42
︶
注
40
前
掲
年
表
︑﹃
朝
野
群
載
﹄
巻
二
〇　

異
国
︵
吉
川
弘
文
館
﹃
新
訂
増
補　

国
史
大
系
﹄
二
九
上　

四
五
二
︲
四
五
三
頁
︶

　
　

 

公
憑

　
　

 

提
挙
両
淅

︵
マ
マ
︶路

市
舶
司

　
　

 

泉
州
客
人
李
充
の
状
に
拠
る
に
︑
今
︑
自
己
の
船
壱
隻
を
将ひ

き

い
︑
水
手
を
請
い
集
め
︑
日
本
国
に
往
き
︑
博
買
し
て
賃

や
と
い
し
ろを

廻か
え

し
︑
明
州
に
経

赴
せ
ん
と
欲
す
︒
市
舶
務
抽
解
す
る
に
︑
公
験
︵
公
式
証
書
︶
を
出
給
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
い
︑
前す

す

み
去ゆ

く
と
︒
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二
人
船
貨
物

　
　

 　

自
己
船
壱
隻

　
　

 

綱
首
李
充　

梢
工
林
養　

雑
事
荘
権

　
　

 

部
領
兵
弟
︵
以
下
略
︶

　
　

 
︹
公
憑

　
　
　

提
舉
兩
淅

︵
マ
マ
︶路

市
舶
司

　
　
　
　

據
泉
州
客
人
李
充
狀
︒
今
將
自
己
船
壹
隻
︒
請
集
水
手
︒
欲
往
日
本
國
︒
博
買
廻
賃
︒
經
赴
明
州
︒
市
舶
務
抽
解
︒
乞
出
給
公
驗
前
去
者
︒

　
　
　

二
人
船
貨
物

　
　
　
　

自
己
船
壹
隻

　
　
　

綱
首
李
充　

梢
工
林
養　

雜
事
莊
權

　
　
　

部
領
兵
弟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︺

︵
43
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
八
七　

高
麗
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
〇
五
一
頁
︶

　
　

 

︵
紹
興
二
年
閏
四
月
︶
定
海
県
言
う
に
︑
民
︑
高
麗
に
亡の

が

れ
入
れ
る
者
約
八
十
人
︑
表
を
奉
じ
て
国
に
還か

え

ら
ん
こ
と
を
願
う
と
︒
詔
し
て
︑
到
る

日
を
候ま

ち
︑
高
麗
の
綱
首
卓
栄
等
に
推
恩
を
量
与
す
︒

　
　

 

︹︵
紹
興
二
年
閏
四
月
︶
定
海
縣
言
︐
民
亡
入
高
麗
者
約
八
十
人
︐
願
奉
表
還
國
︒
詔
候
到
日
︐
高
麗
綱
首
卓
榮
等
量
與
推
恩
︒︺

︵
44
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
七
九　

占
城
蒲
端
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
七
五
三
頁
︶

　
　

 

綱
首
陳
惟
安
︑
遞て

い
ね
ん年

︵
毎
年
︶︑
興さ

か
んに

本
番
と
販

あ
き
な
いし

︑
訳
語
は
至
っ
て
熟
せ
り
︒
正
音
は
両ふ

た

つ
な
が
ら
通
じ
︑
兼あ

わ
せて

番
王
と
知
熟
す
︒
今
次
番
王

を
説
諭
し
︑
前す

す

み
来
り
て
方
物
を
進
奉
せ
し
む
︒
表
内
の
明
指
に
陳
惟
安
引
進
す
と
︒

　
　

 

︹
綱
首
陳
惟
安
遞
年
興
販
本
番
譯
語
至
熟
正
音
两
通
兼
與
番
王
知
熟
今
次
説
諭
番
王
前
來
進
奉
方
物
表
内
明
指
陳
惟
安
引
進
︺

　
　

 

こ
の
一
文
は
︑
紹
興
二
十
五
年
︵
蕃
夷
四
之
七
五　

七
七
五
一
頁
︶
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵
45
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
八
七　

高
麗
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
〇
五
二
頁
︶

　
　

 

︵
紹
興
︶
三
十
二
年
三
月
︑
高
麗
の
綱
首
徐
徳
栄
︑
明
州
に
詣い

た

り
て
言
う
に
︑
本
国
︑
賀
使
を
遣
わ
さ
ん
と
欲
す
と
︒

　
　

 

︹︵
紹
興
︶
三
十
二
年
三
月
︐
高
麗
綱
首
徐
德
榮
詣
明
州
言
︐
本
國
欲
遣
賀
使
︒︺

︵
46
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
五
〇　

歴
代
朝
貢
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
六
四
頁
︶

　
　

 

乾
道
三
年
十
月
一
日
︑
福
建
路
市
舶
司
言
う
に
︑
本
土
の
綱
首
陳
応
等
︑
昨さ

き

に
占
城
蕃
に
至
る
に
︑
蕃
首
︑
使
・
副
を
遣
わ
し
︑
恭つ

つ
しん

で
乳
香
象
牙



宋代における西アジア商人の活動

25

等
を
賫も

ち
︑
太
宗
の
も
と
に
前す

す

み
詣い

た

り
て
貢

み
つ
ぎ
も
のを

進ま
い

ら
さ
ん
と
欲
す
る
こ
と
を
称の

ぶ
︒
今
︑
応
等
の
船
五
隻
︑
自
販
す
る
物
貨
を
除
く
外
︑
各

お
の
お
の為

に

乳
香
象
牙
等
并
び
に
使
・
副
の
人
等
を
載
せ
て
前す

す

み
来
り
︑
継つ

づ

い
て
綱
首
呉
兵
の
船
の
人
有
り
て
賫

も
た
らし

到
る
と
︒

　
　

 
︹
乾
道
三
年
十
月
一
日
福
建
路
市
舶
司
言
本
土
綱
首
陳
應
等
昨
至
占
城
蕃
蕃
首
稱
欲
遣
使
副
恭
賫
乳
香
象
牙
等
前
詣
太
宗
進
貢
今
應
等
船
五
隻
除

自
販
物
貨
外
各
為
載
乳
香
象
牙
等
并
使
副
人
等
前
来
繼
有
綱
首
呉
兵
船
人
賫
到
︺

　
　

 

こ
こ
で
は
綱
首
は
陳
応
と
な
っ
て
い
る
が
︑
蕃
夷
七
之
五
〇
の
後
段
で
は
陳
応
祥
と
み
え
る
︒
陳
高
華
・
陳
尚
勝
﹃
中
国
海
外
交
通
史
﹄︵
文
津

出
版
社　

台
北　

一
九
九
八　

一
〇
〇
頁
︶
は
「
呉
兵
」
を
「
呉
岳
」
と
す
る
︒

︵
47
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
九
一　

日
本
国
伝
︵
前
掲
書　

第
四
〇
冊　

一
四
一
三
七
頁
︶

　
　

 

乾
道
九
年
︐
始
附
明
州
綱
首
以
方
物
入
貢
︒

　
　

 

﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
五
二　

歴
代
朝
貢
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
六
五
頁
︶

　
　

 

︵
乾
道
九
年
︶
五
月
二
十
五
日
︑
枢
密
院
言
う
に
︑
沿
海
制
置
司
・
津
発
綱
首
の
荘
大
椿
・
張
守
中
︑
水
軍
使
臣
の
施
閏
・
李
忠
︑
日
本
国
の
回か

え

せ
る
牒
︵
官
の
文
書
︶
并
び
に
進
貢
方
物
等
を
賫

も
た
らし

到
る
︒
合ま

さ

に
激さ

か
んな

る
犒
︵
ね
ぎ
ら
い
の
馳
走
︶
を
行
う
べ
し
︒
詔
し
て
い
う
に
︑
綱
首
に

各お
の
お
の銭

五
百
貫
を
支

わ
け
あ
たえ

︑
使
臣
は
三
百
貫
な
り
と
︒

　
　

 

︹︵
乾
道
九
年
︶
五
月
二
十
五
日
樞
密
院
言
沿
海
制
置
司
津
發
綱
首
莊
大
椿
張
守
中
水
軍
使
臣
施
閏
李
忠
賫
到
日
本
國
回
牒
并
進
貢
方
物
等
合
行

激
犒
詔
綱
首
各
支
錢
五
百
貫
使
臣
三
百
貫
︺

︵
48
︶
注
47
の
﹃
宋
史
﹄
日
本
国
伝
か
ら
の
引
用
文
に
続
き
︑
次
の
よ
う
に
み
え
る
︒
文
中
の
「
其
の
綱
首
」
は
注
47
引
用
文
中
の
「
明
州
綱
首
」
を

受
け
た
表
現
で
︑
明
州
の
綱
首
の
意
︒

　
　

 

淳
熙
二
年
︑
倭
船
の
火
児
滕
太
明
︑
鄭
作
を
殴う

ち
て
死こ

ろ

す
︒
詔
し
て
︑
太
明
に
械か

せ

し
︑
其
の
綱
首
に
付
し
て
帰
し
︑
治
め
る
に
其
の
国
の
法
を

以
て
す
︒

　
　

 

︹
淳
熙
二
年
︐
倭
船
火
兒
滕
太
明
毆
鄭
作
死
︐
詔
械
太
明
付
其
綱
首
歸
︐
治
以
其
國
之
法
︒︺

︵
49
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
一
〇
一　

真
里
富
国
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
七
六
四
頁
︶

　
　

 

︵
慶
元
六
年
︶
綱
首
に
本
国
を
説
諭
せ
ん
こ
と
を
委
ね
る
に
︑
官
を
遣
わ
す
所
の
海
道
︑
遠
渉
に
し
て
︑
今
よ
り
後
︑
入
貢
を
免
行
す
と
︒

　
　

 

︹︵
慶
元
六
年
︶
委
綱
首
説
諭
本
國
所
遣
官
海
道
遠
渉
今
後
免
行
入
貢
︺

　
　

 

こ
こ
で
は
入
貢
を
「
免
行
」
す
る
と
あ
り
︑
免
行
は
禁
止
の
意
と
さ
れ
る
が
︑
遠
国
を
理
由
と
し
た
朝
貢
の
免
行
で
あ
る
か
ら
︑
内
実
は
免
除

の
意
と
取
り
た
い
︒
た
だ
︑
じ
っ
さ
い
に
は
真
里
富
か
ら
の
朝
貢
使
節
は
︑
そ
の
五
年
後
の
開
禧
元
年
︵
一
二
〇
五
︶
に
も
来
朝
し
て
お
り
︵
次

掲
注
参
照
︶︑
綱
首
に
よ
る
「
免
行
」
の
説
諭
に
は
実
効
は
伴
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
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︵
50
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
一
〇
〇
︲
四
之
一
〇
一　

真
里
富
国
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
七
六
三
︲
七
七
六
四
頁
︶

　
　

 

開
禧
元
年
八
月
二
十
三
日
︑
真
里
富
国
︑
瑞
象
一
隻
・
象
牙
二
枝
・
犀
角
十
株
を
進
献
す
︒︵
中
略
︶
新
た
に
一
将
安
竺
南
旁
哱
囉
を
差つ

か
わさ

ん
と

欲
す
︒
差つ

か
い

出
来
し
︑
大
朝
の
綱
首
と
同と

も

に
問と

い

を
拝た

ま
わる

︒
消
息
︑
回
文
は
新
州
に
転
じ
︑
已
に
大
朝
の
来
去
を
知
る
︒
今
一
将
を
差つ

か
わし

て
出
来
し
︑

敢
て
空
手
せ
し
め
ず
︒

　
　

 
︹
開
禧
元
年
八
月
二
十
三
日
真
里
富
國
進
獻
瑞
象
一
隻
象
牙
二
枝
犀
角
十
株
︵
中
略
︶
新
欲
差
一
将
安
竺
南
旁
哱
囉
差
出
来
同
大
朝
綱
首
拝
問
消

息
回
文
轉
新
州
已
知
大
朝
来
去
今
差
一
将
出
来
不
敢
空
手
︺

︵
51
︶
紀
要
第
二
十
七
号
で
触
れ
た
と
お
り
︵
三
二
頁
︶︑
宋
朝
政
府
は
︑
た
と
え
ば
雍
煕
四
年
︵
九
八
七
︶
に
内
侍
︵
禁
中
に
勤
め
る
官
︶
八
人
を
南

海
諸
国
に
派
遣
し
︑
進
奉
︑
す
な
わ
ち
朝
貢
に
訪
れ
る
も
の
を
勧
誘
し
て
い
る
︒

︵
52
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
四
之
九
九
︲
四
之
一
〇
〇　

真
里
富
国
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
七
六
三
頁
︶︒
次
の
文
意
よ
り
︑
使
節
は
蒲
徳
脩
の
船

で
来
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
　

 

慶
元
六
年
八
月
十
四
日
︑
慶
元
府
言
う
に
︑
真
里
富
国
主
・
摩
羅
巴
甘
勿
丁
恩
斯
里
房
麾
蟄
︑
立
て
る
こ
と
二
十
年
に
し
て
其
の
使
を
遣
わ
す
と
︒

︵
中
略
︶
綱
首
蒲
徳
脩
言
う
に
︑
今
年
三
月
離
岸
し
て
よ
り
︑
五
月
二
十
二
日
︑
本
国
の
海
口
よ
り
放
洋
す
︒
幸
い
に
南
風
に
遇
い
︑
昼
夜
舟
を

行す
す

め
る
こ
と
六
十
日
に
し
て
定
海
県
に
到
る
と
︒

　
　

 

︹
慶
元
六
年
八
月
十
四
日
慶
元
府
言
真
里
富
國
主
摩
羅
巴
甘
勿
丁
恩
斯
里
房
麾
蟄
立
二
十
年
遣
其
使
︵
中
略
︶
綱
首
蒲
徳
脩
言
自
今
年
三
月
離
岸

五
月
二
十
二
日
従
本
國
海
口
放
洋
幸
遇
南
風
晝
夜
行
舟
六
十
日
到
定
海
縣
︺

︵
53
︶﹃
宋
史
﹄
巻
四
七　

瀛
国
公
紀
︵
前
掲
書　

第
三
冊　

九
四
二
頁
︶

　
　

 

︵
德
祐
二
年
︶
昰
欲
入
泉
州
︐
招
撫
蒲
壽
庚
有
異
志
︒
初
︐
壽
庚
提
舉
泉
州
舶
司
︐
擅
蕃
舶
利
者
三
十
年
︒

　
　

 

蒲
寿
庚
に
つ
い
て
は
︑
注
32
前
掲　

桑
原
隲
藏
﹃
蒲
寿
庚
の
事
蹟
﹄
に
詳
し
い
︒

︵
54
︶
紀
要
第
二
十
五
号
で
触
れ
た
よ
う
に
︵
二
二
頁
︶︑﹃
宋
史
﹄
は
「
舶
主
」
と
そ
の
妻
の
闍
婆
で
の
訳
語
ま
で
記
録
し
て
お
り
︑
舶
主
に
対
す
る

中
国
政
府
側
の
関
心
の
大
き
さ
が
窺
わ
れ
る
︒

︵
55
︶﹃
宋
会
要
輯
稿
﹄
蕃
夷
七
之
三　

歴
代
朝
貢
︵
前
掲
書　

第
八
冊　

七
八
四
一
頁
︶

　
　

 

︵
開
寶
元
年
︶
二
月
二
十
二
日
大
食
國
遣
使
貢
方
物
﹇
山
堂
考
索
是
年
大
食
國
遣
使
貢
方
物
自
是
貢
奉
商
舶
往
来
不
已
﹈︵﹇　

﹈
内
は
割
注
︶

︵
56
︶
注
32
前
掲　

東
洋
文
庫
版
﹃
蒲
寿
庚
の
事
蹟
﹄
解
説
︵
宮
崎
市
定
︶
三
一
四
頁

︵
も
も
た　

あ
つ
ひ
ろ
・
委
嘱
研
究
員
︶
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Western Asian Traders in Song Dynasty China: From Bo 
Zhu （舶主）（Ship Captains） to Gang Shou （綱首）（Head 
Merchants）

Atsuhiro Momota

   In the Song dynasty, the word Bo Zhu is mainly recorded in official histories. In these 

records, their visitations to China can be seen only between 985 and 1011. As the trade 

system in the Song Dynasty developed, Gang Shou, the traders officially recognized by 

the Chinese government, became gradually active. In 1136, there was an Arabian trader 

who became a ship captain; however, he requested to be treated equally as Gang Shou 

without being called Bo Zhu. As seen here, the reason why Bo Zhu can be seen only in a 

short period of time is likely that Bo Zhu, who were originally working in the tribute 

trade, afterwards wished to work as Gang Shou, whose main business is to trade.


