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海

か

ら

の
刑

問

望

|
|
地
域
世
界
か
ら
み
た
ベ
ト
ナ
ム
北
部
海
岸
|
|

タ

ナ
著

中
砂

明

徳

謹

は

じ

め

に

一

海

南

島

と

泉

州

二
雲
屯
(
ヴ
ア
ン
ド
ン
)
と
ハ
イ
ズ
オ
ン

三
チ
ャ
ン
パ
攻
略
と
そ
の
遺
産

四
民
族
地
園
の
書
き
換
え

五
「
商
業
の
時
代
」
の
も
う
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
ヮ

は

じ

め

ベ
ト
ナ
ム
の
一
幣
史
記
述
で
興
味
深
い
の
は
、
海
岸
部
が
領
土
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
の
に
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
諸
園
の
中
で
、

(
I
)
 

内
陸
に
あ
る
ラ
オ
ス
に
次
い
で
陸
地
に
強
固
な
存
立
基
盤
を
有
す
る
政
睡
で
あ
る
と
、
歴
史
家
が
見
な
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

覗
貼
に
よ
れ
ば
、

ベ
ト
ナ
ム
は
、
自
給
自
足
あ
る
い
は
農
村
市
場
で
ご
く
単
純
な
取
引
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
、
山
と
も
海
と
も
ほ
と
ん
ど
つ
な

527 

が
り
を
持
た
な
い
平
原
部
の
自
立
的
村
落
の
集
合
瞳
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
立
地
に
は
儒
教
が
適
合
的
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
儒
教
が
農
業
枇
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舎
に
溶
け
込
ん
で
枇
舎
を
統
合
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
園
家
と
資
本
主
義
と
い
う
「
外
来
の
異
質
の

力
」
が
こ
の
自
己
完
結
的
な
世
界
の
基
底
を
掘
り
崩
し
、
そ
の
生
活
様
式
と
精
神
を
破
壊
し
て
奮
世
界
を
混
乱
さ
せ
、
機
能
不
全
に
陥
れ
た
、

と
い
う
の
が
従
来
の
理
解
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ベ
ト
ナ
ム
北
部
海
岸
の
一
昨
史
に
お
い
て
特
異
な
一
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
惇
統
的
な
史
観
を

再
検
討
す
る
。
ま
ず
、
十
二

l
十
五
世
紀
の
ト
ン
キ
ン
湾
に
存
在
し
た
交
易
圏
の
再
構
成
を
試
み
る
。
こ
の
交
易
圏
に
お
け
る
商
業
こ
そ
が
初

期
ベ
ト
ナ
ム
園
家
の
基
礎
の
重
要
な
部
分
を
形
作
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
十
七

l
十
九
世
紀
の
中
圃
|
日
本
|
ベ
ト
ナ
ム
の
書
籍
交
易
の
問

(
2
)
 

題
を
取
り
上
げ
た
い
。
十
八
世
紀
後
竿
の
シ
ヤ
ム
湾
の
海
上
交
易
を
検
討
し
た
近
作
同
様
、
私
は
本
稿
に
お
い
て
も
、
北
か
ら
南
へ
と
連
鎖
す

る
「
ベ
ト
ナ
ム
的
」
村
落
に
お
い
て
書
二
的
な
農
民
生
活
が
管
ま
れ
た
と
す
る
、
「
惇
統
的
な
」
ベ
ト
ナ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
に
挑
戦
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

ベ
ト
ナ
ム
の
過
去
を
形
作
っ
て
き
た
歴
史
的
丈
肱
の
愛
化
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
「
大
き
な

S
」
(
ベ
ト
ナ
ム
の
形
状
を
示
す
)
が
隣

人
と
の
聞
係
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
過
程
を
観
察
し
、

ベ
ト
ナ
ム
を
よ
り
買
い
地
域
空
間
の
一
部
と
し
て
正
し
く
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
本
稿
で
は
ベ
ト
ナ
ム
史
を
海
か
ら
眺
め
て
ゆ
く
。
陸
に
踊
野
を
限
定
し
て
い
る
時
に
は
見
え
な
か
っ
た
眺
望
が
得
ら
れ
る
は
ず

で
あ
る
。

海
南
島
と
泉
州

ト
ン
キ
ン
湾
は
唐
代
に
中
固
と
東
南
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
幹
線
ル

1
ト
か
ら
は
ず
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
、
以
後
は
商
業
の
主
要
な
中
心
と
は
考

え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
十
二

i
十
五
世
紀
に
か
け
て
、
こ
の
南
シ
ナ
海
の
静
か
な
一
角
は
ま
っ
た
く
別
の
物
語
を
紡
ぎ
出
し
て
い
た
か

も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
各
書
に
散
在
し
、

一
見
す
る
と
バ
ラ
バ
ラ
な
史
料
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
と
、
海
南
島
の
西
岸
諸
港
と
康
西
、
そ
し
て
大

越
、
チ
ャ
ン
パ
の
諸
港
を
結
ぶ
、
活
気
あ
る
商
業
圏
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
、
車
に
ト
ン
キ
ン
湾
に
局
限
さ
れ
た
内
向
き
の
地
域
市
場

で
は
な
い
。
逆
に
、
こ
の
商
業
圏
は
東
南
ア
ジ
ア
宇
島
部
、
中
東
の
ム
ス
リ
ム
市
場
と
連
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
越
の
主
要
産
業
で
あ
る

十
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製
陶
業
の
生
命
線
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
私
の
論
貼
で
あ
る
が
、
こ
の
構
固
を
検
誼
す
る
た
め
に
、
ま
ず
種
々
の
情
報
を
繋
、
ぎ
合
わ
せ
て

み
よ
、
っ
。

海
の
方
か
ら
ト
ン
キ
ン
湾
(
あ
る
い
は
「
交
駈
洋
」
)
を
眺
め
て
ま
ず
気
附
く
こ
と
は
、
こ
の
地
域
が
早
く
か
ら
海
南
島
と
交
渉
を
も
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
中
国
史
料
が
「
沈
香
は
交
祉
に
産
す
る
」
と
記
す
が
、
交
祉
を
有
名
に
し
た
沈
香
の
多
く
は
賓
は
海
南
島
や
チ
ャ
ン

(
3
)
 

パ
の
産
品
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
海
南
の
主
紳
「
禁
母
(
禁
族
の
ほ
紳
)
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

彼
女
は
山
の
果
物
を
食
べ
て
、
林
木
に
住
み
つ
い
た
。
月
日
が
流
れ
て
、
交
祉
か
ら
蟹
人
が
海
を
越
え
て
沈
香
を
集
め
に
や
っ
て
き
た
。

彼
は
彼
女
と
結
婚
し
、
多
く
の
子
孫
を
作
っ
た
。
そ
れ
か
ら
土
地
が
聞
け
、
食
糧
が
作
ら
れ
た
。

(
4
)
 

彼
女
の
故
郷
、
禁
母
山
が
最
上
質
の
沈
香
の
産
地
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
地
方
惇
承
は
興
味
深
い
も
の
と
な
る
。
交
祉
の
沈

香
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
交
祉
と
海
南
の
聞
に
密
接
な
聞
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
話
な
の
で
あ
る
。
交
祉
の
人

(
5
)
 

が
沈
香
を
集
め
に
海
南
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
他
に
も
あ
る
。
交
駈
の
沈
香
供
給
の
相
官
部
分
は
海
南
人
と
の
交
易
に
仰
い
で
い

(
6
)
 

た
の
で
あ
る
。
「
諸
蕃
志
』
に
は
、
繋
族
は
「
香
木
の
交
易
で
生
計
を
立
て
て
い
た
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
製
母
の
話
に
見
え
る
採
集
者

の
中
に
は
、
沈
香
の
取
引
の
た
め
に
海
南
に
や
っ
て
き
た
ベ
ト
族
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
7
)
 

香
木
は
交
駈
の
重
要
な
輸
出
品
と
し
て
欽
州
に
持
ち
込
ま
れ
、
は
る
ば
る
四
川
か
ら
や
っ
て
き
た
商
人
が
携
行
し
た
絹
と
交
換
さ
れ
て
い
る
。

交
祉
の
日
常
品
の
供
給
は
す
べ
て
欽
州
に
仰
い
で
お
り
、
雨
地
の
聞
を
舟
が
始
終
行
き
交
う
。
博
易
場
は
郊
外
の
江
東
騨
に
あ
る
。
少
量

の
米
や
綿
布
と
交
換
す
る
た
め
に
海
産
物
を
も
っ
て
く
る
者
を
「
交
祉
蛋
」
と
い
う
(
麿
束
の
楚
と
同
系
)
。
そ
の
園
の
富
商
で
取
引
に
や

っ
て
く
る
も
の
は
、
必
ず
そ
の
遺
境
の
永
安
州
か
ら
欽
州
に
移
牒
す
る
。
こ
れ
を
「
小
綱
」
と
呼
ぶ
。
交
祉
の
宮
廷
の
使
者
が
欽
州
に
や

っ
て
き
て
取
引
す
る
者
を
「
大
綱
」
と
い
う
。
彼
等
が
も
た
ら
す
の
は
、
金
、
銀
、
銅
銭
、
沈
香
、
諸
種
の
香
木
、
員
珠
、
象
歯
、
犀
角

で
あ
る
。
わ
が
方
の
小
責
商
人
は
紙
筆
、
米
、
布
を
交
祉
の
人
々
と
交
換
す
る
が
、
言
、
つ
に
足
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
富
商
が
年
に

529 

一
度
萄
か
ら
錦
を
欽
州
に
責
り
に
来
て
、
香
と
易
え
て
置
に
も
ど
る
。
そ
の
取
引
は
数
千
貫
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
商
人
た
ち
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は
商
談
成
立
ま
で
何
時
間
も
債
格
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
決
ま
っ
た
後
に
他
の
商
人
と
交
渉
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
商
談
が
始
ま
っ

た
時
貼
で
は
、
両
方
の
提
示
慣
格
に
天
地
の
聞
き
が
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
わ
が
富
商
は
手
代
を
遣
わ
し
て
小
商
い
で
自
給
を

園
り
、
時
に
は
仮
寓
を
建
て
て
そ
こ
に
滞
在
し
、
相
手
を
じ
ら
し
に
か
か
る
。
彼
の
富
商
も
動
じ
ず
、
持
久
の
計
で
わ
が
方
を
苦
し
め
る
。

讐
方
が
出
あ
う
と
、

い
っ
し
ょ
に
飲
み
、

や
が
て
仲
良
く
な
る
。
仲
買
人
が
値
段
を
調
整
し
、
壁
方
の
提
示
債
格
が
接
近
し
て
く
る
。

〔
交
渉
が
成
立
す
る
と
、
市
場
の
〕
役
人
が
香
の
重
さ
を
量
り
、
錦
を
渡
し
て
、
完
了
と
な
る
。
〔
宋
の
〕
役
人
は
わ
が
方
の
商
人
に
し

か
課
税
し
な
い
。

十
三
世
紀
の
記
録
『
諸
蕃
志
』
に
は
交
駈
は
「
通
商
せ
ず
」
と
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
記
事
を
見
る
と
、
交
祉
は
ト
ン
キ
ン
湾
の
沿
岸

交
易
に
お
け
る
主
要
な
参
加
者
で
あ
り
、
こ
の
地
域
の
交
易
が
盛
ん
で
入
り
組
ん
だ
構
造
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
交
易
は
虞
域

的
な
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
舟
行
す
れ
ば
さ
し
た
る
距
離
で
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
交
易
が
こ
の
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し
の
重
要
な
部
分
を
成
し
て
い
た
の
は
間
遣
い
な
い
。

大
越
を
海
南
・
チ
ャ
ン
パ
の
讐
方
と
結
び
つ
け
て
い
た
海
上
交
易
の
い
ま
ひ
と
つ
の
門
戸
は
ゲ
ア
ン
、

ハ
テ
イ
ン
の
諸
港
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
ズ
イ
エ
ン
チ
ヤ
ウ
地
方
(
現
在
の
ゲ
ア
ン
省
の
北
東
角
)
は
チ
ュ
オ
ン
ソ
ン
山
脈
(
ベ
ト
ナ
ム
と
ラ
オ
ス
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
図
境
を
な
す
)
や
メ

(
9
)
 

コ
ン
川
中
流
域
、
そ
し
て
南
シ
ナ
海
や
ト
ン
キ
ン
湾
と
古
く
か
ら
連
絡
し
て
い
た
。
し
か
し
、
海
南
と
外
界
と
の
闘
係
で
も
っ
と
も
重
要
な
の

は
、
チ
ャ
ン
パ
で
あ
る
。
宋
代
以
降
、
チ
ャ
ン
パ
の
使
節
は
大
陸
に
赴
く
前
に
し
ば
し
ば
海
南
に
立
ち
寄
っ
た
。
明
代
は
向
の
こ
と
そ
う
で
あ

(
日
)

る
。
海
南
で
活
動
す
る
商
人
は
チ
ャ
ン
パ
か
ら
、
あ
る
い
は
チ
ャ
ン
パ
経
由
で
や
っ
て
く
る
の
が
通
例
だ
っ
た
。
ム
ス
リ
ム
商
人
が
援
貼
を
有

(

日

)

(

ロ

)

し
て
い
た
チ
ャ
ン
パ
は
、
長
大
な
交
易
網
の
一
環
を
な
し
て
い
た
。
チ
ャ
ン
パ
の
ム
ス
リ
ム
商
人
は
慶
州
・
一
噛
建
で
は
「
蕃
坊
」
に
居
住
し
て

(
日
)

お
り
、
海
南
で
は
主
に
崖
州
に
い
た
。
他
の
外
国
人
ー
ー
や
は
り
そ
の
多
く
は
チ
ャ
ン
パ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
が
|
|
は
現
在
の
倦
際
(
海
南

(
川
)

そ
の
多
く
は
蒲
姓

E
E
)
で
あ
っ
た
。

島
北
西
部
)
、
白
沙
(
中
西
部
)
に
あ
た
る
地
域
に
住
ん
で
い
て
、

蒲
氏
の
系
園
は
、
海
南
・
イ
ン
ド
シ
ナ
・
中
国
大
陸
部
を
結
ぶ
線
を
跡
づ
け
る
手
が
か
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
海
南
(
崖
州
)
、
一
帽

十
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建
(
徳
化
)
、
買
束
(
慶
州
)
、
そ
し
て
貴
西
の
欽
州
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
蒲
氏
は
そ
の
交
易
擦
酷
が
あ
っ
た
地
域
に
分
布
し

て
住
み
着
き
、
ト
ン
キ
ン
湾
周
遣
は
そ
う
し
た
集
住
地
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ン
ガ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
蒲
氏
の
ム
ス
リ
ム
起
源

説
に
は
近
年
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
が
、
「
八
世
紀
以
来
、
チ
ャ
ン
パ
、
南
シ
ナ
海
の
ム
ス
リ
ム
商
人
の
コ
ロ
ニ
ー
と
蒲
氏
の
聞
に
闘
係
が
あ

(

日

目

)

っ
た
」
こ
と
は
、
中
国
・
ア
ラ
ブ
史
料
か
ら
み
て
疑
い
よ
う
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
海
南
の
ム
ス
リ
ム
の
存
在
、
そ
の
泉
州
と
の
閥
係
は
一
帽

(
汀
)

建
の
商
業
の
興
隆
に
大
き
く
寄
奥
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
張
彬
村
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
パ
か
ら
来
た
商
人
は
海
南
島

を
足
場
ま
た
は
中
継
黙
と
し
て
大
陸
諸
港
に
向
か
い
、
そ
こ
で
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
し
、
他
の
イ
ス
ラ

l
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
一
拍

建
人
と
競
合
・
協
力
雨
様
の
密
接
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
、
と
考
え
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
し
、
プ
タ
ク
も
そ
う
し
た
見
解
を
と
っ

(
日
)

て
い
る
。

海
南
と
チ
ャ
ン
パ
の
密
接
な
闘
係
に
つ
い
て
は
、
十
七
世
紀
の
中
園
人
史
家
の
記
録
が
あ
る
が
、
有
名
な
ベ
ト
ナ
ム
の
史
家
禁
貴
惇
の
注
目

す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
次
の
引
用
は
彼
の
海
域
へ
の
闘
心
を
示
し
て
い
る
。

屈
大
均
は
〔
「
唐
東
新
語
」
に
お
い
て
〕
、
「
崖
州
の
南
六
百
里
に
チ
ャ
ン
パ
が
あ
る
。
南
風
が
吹
く
と
、

チ
ャ
ン
パ
の
鶏
の
聾
が
大
き
い

鐘
の
音
さ
な
が
ら
に
、
海
外
か
ら
届
く
。
そ
れ
ほ
ど
に
雨
地
は
近
い
。
理
・
山
屋
が
麿
東
の
扉
障
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、

(

刊

日

)

喧
・
崖
の
扉
障
と
な
っ
て
い
る
」
o

チ
ャ
ン
パ
も

葉
貴
惇
に
と
っ
て
、
こ
の
地
域
全
瞳
は
海
を
介
し
て
つ
な
が
り
、
貿
易
風
の
影
響
を
受
け
た
一
ま
と
ま
り
の
空
間
で
あ
っ
て
、
園
境
は
ほ
と
ん

ど
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
中
園
」
を
一
つ
の
堅
固
な
ブ
ロ
ッ
ク
と
み
な
し
て
、
そ
の
文
明
が
周
固
に
普
及
し
、
北

方
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
影
響
を
奥
え
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
明
代
に
至
る
ま
で
(
雲
南
に
つ
い
て
は
十
八
世
紀
小
ば
ま
で
)
、
唐
束
・
麿
西
・
雲

南
・
海
南
の
大
宇
は
ト
ン
キ
ン
地
域
よ
り
も
低
開
護
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
貼
で
、
陶
磁
器
生
産
が
有
用
な
参
考
材
料
に
な
る
。

531 

今
日
の
ハ
イ
ズ
オ
ン
や
タ
イ
ン
ホ
ア
に
は
、
十
三
世
紀
ま
で
に
す
で
に
有
名
な
産
地
が
い
く
つ
か
成
立
し
て
い
た
が
、
同
じ
頃
唐
西
に
は
ひ
と

(
初
)

つ
の
窯
跡
し
か
確
認
さ
れ
ず
、
雲
南
に
い
た
っ
て
は
皆
無
で
あ
る
。
唐
代
の
交
祉
、
麿
西
、
雲
南
、
海
南
の
科
奉
登
第
者
を
調
べ
れ
ば
、
中
園

十
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化
の
程
度
と
物
質
文
化
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
交
祉
と
近
隣
地
域
と
の
比
較
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
十
一
一
世
紀
の

(
幻
)

人
々
は
金
坑
の
利
で
〔
麿
西
の
〕
わ
が
民
を
奴
隷
と
し
て
買
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
海
南
島
が
チ
ャ
ン
パ
の
馬
の
主
要
な
供
給
元
だ
っ
た
こ
と

(
幻
)

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
首
時
の
チ
ャ
ン
パ
は
「
農
業
的
基
盤
も
有
す
る
、
高
度
に
園
際
的
な
交
易
権
力
」
だ
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
は
「
商

『
嶺
外
代
答
』
に
は
、
「
交
祉
の

業
の
時
代
」
(
ア
ン
ソ
ニ

l
・リ
l
ド
)
に
お
い
て
、
中
園
へ
の
一
次
産
品
の
主
要
な
供
給
源
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
、
海
南

は
大
越
・
チ
ャ
ン
パ
に
封
し
て
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
漢
族
文
化
が
北
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
よ
り
、

中
固
化
さ
れ
た
園
際
的
な
ベ
ト
族
地
域
が
漢
族
文
化
の
援
賄
と
な
っ
て
、
雲
南
や
慶
一
酉
に
影
響
を
輿
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

ム
ス
リ
ム
商
人
が
千
年
に
及
ぶ
ト
ン
キ
ン
湾
で
の
活
動
の
中
で
、
欽
州
・
海
南
・
チ
ャ
ン
パ
に
足
跡
を
記
し
て
い
な
が

ら
、
大
越
を
素
通
り
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
現
存
の
史
料
を
見
る
限
り
、
大
越
で
の
活
動
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ウ

イ
ツ
ト
モ
ア
や
ホ

l
ル
が
論
じ
た
よ
う
に
、
北
部
都
市
に
針
す
る
言
及
は
後
世
の
儒
者
史
家
の
偏
見
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
交
易

(
お
)

は
胡
乱
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
ム
ス
リ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
儒
者
史
家
の
二
重
の
熱
意

そ
の
存
在
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
人
種
的
に
正
統
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
の

に
よ
っ
て
か
き
泊
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

構
築
に
混
乱
と
不
一
致
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
抹
消
さ
れ
た
場
所
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
痕
跡
を
復
原
す

る
に
は
、

さ
ら
な
る
探
求
が
必
要
に
な
る
。

雲
屯
(
ヴ
ア
ン
ド
ン
)
と
ハ
イ
ズ
オ
ン

こ
う
し
て
み
る
と
、
陳
朝
や
禁
朝
初
期
の
大
越
の
主
要
港
と
し
て
、
雲
屯
(
ヴ
ア
ン
ド
ン
)
が
選
ば
れ
た
の
が
偶
然
で
な
い
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
私
に
は
こ
れ
ま
で
、
王
朝
の
中
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
雲
屯
が
選
ば
れ
た
理
由
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。

一
見
す
る
と
、
こ
の
立
地
保
件
は

貿
易
を
で
き
る
だ
け
首
都
か
ら
隔
離
し
て
お
き
た
い
と
い
う
王
朝
の
志
向
の
表
れ
で
あ
り
、
貿
易
は
経
済
の
中
核
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
い

う
見
解
を
支
持
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
五
世
紀
ま
で
首
都
と
中
園
海
岸
を
結
ぶ
主
要
水
路
が
パ
ッ
ク
ダ
ン
川
(
内
藤
江
、
紅
河

十
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)

の
か
つ
て
の
主
流
。
現
在
の
主
流
は
ナ
ム
デ
イ
ン
と
タ
イ
ビ
ン
の
聞
を
流
れ
る
)
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
雲
屯
は
ま
さ
に
昔
時
の
主
要
交
通
路

(
お
)

に
位
置
し
、
後
世
よ
り
も
中
園
の
海
岸
部
に
ず
っ
と
近
か
っ
た
こ
と
に
気
附
か
さ
れ
る
。
雲
屯
は
宋
代
に
起
き
た
中
国
最
初
の
「
商
業
革
命
」

時
代
に
生
ま
れ
、
一
耐
建
・
チ
ヤ
ム
・
ム
ス
リ
ム
商
人
が
足
繁
く
訪
れ
た
海
南
と
欽
州
の
聞
に
介
在
す
る
ト
ン
キ
ン
湾
の
心
臓
部
に
位
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
幅
建
の
ム
ス
リ
ム
税
関
吏
や
商
人
に
封
す
る
元
朝
の
優
遇
政
策
が
、
こ
の
ム
ス
リ
ム
主
導
の
交
易
圏
の
繁
栄
を
助
長
し
た
に
達
い
な

し、
。

昔
時
の
大
越
の
陶
磁
器
の
主
要
生
産
地
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
う
し
た
交
易
圏
の
存
在
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
棲
井
由
民
雄
に
よ
れ
ば
、

(
お
)

一一一

O
O年
か
ら
一
三
四

O
年
の
聞
に
大
越
の
人
口
は
二
倍
に
な
っ
て
お
り
、
首
然
手
工
業
生
産
の
刺
激
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
間
磁
器
は
清

一
三
五

O
年
以
降
、

い
く
つ
か
の
民
窯
が
現
在
の
ハ
イ
ズ
オ
ン
地
方
に
現
れ
、
精
巧
な
中

化
や
天
長
府
(
後
出
)
な
ど
各
地
で
生
産
さ
れ
た
。

国
風
陶
磁
器
を
作
っ
て
お
り
、
よ
り
高
い
生
産
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
一
不
し
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
民
窯
祉
が
雲
屯
か
ら
水
路
で
わ
ず
か
な

距
離
に
あ
る
チ
ュ

l
ダ
ウ
地
方
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
生
産
の
誘
因
と
な
っ
た
の
が
チ
ャ
ン
パ
の
ム
ス
リ
ム
市
場
の
存
在
で
あ
り
、
十
四

世
紀
の
生
産
の
高
潮
が
チ
ャ
ン
パ
の
繁
柴
期
と
符
合
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
大
越
の
染
付
が
西
ア
ジ
ア
市
場
で
活
動
す
る
商
人
の

求
め
に
摩
じ
て
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
詮
擦
が
あ
る
し
、
最
上
級
の
豪
華
品
は
遠
く
ベ
ル
シ
ア
・
エ
ジ
プ
ト
・
ト
ル
コ
に
ま
で
輸
出
さ

(

幻

)

(

お

)

れ
て
い
た
。
ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
陶
器
は
よ
り
近
い
ム
ス
リ
ム
地
帯
で
あ
る
ス
ラ
ウ
ェ
シ
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
中
・
南
部
で
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ

(
M
U
)
 

れ
ら
の
場
所
で
ゴ

1
サ
イ
ン
(
現
ピ
ン
デ
イ
ン
省
)
の
チ
ャ
ン
パ
陶
器
も
見
つ
か
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

海
外
販
路
向
け
に
陶
磁
が
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
生
産
が
慶
域
市
場
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
明
誼
で
あ
る
。
束
ジ
ャ
ワ
各
地
で
マ

(
初
)

ジ
ャ
パ
イ
ト
宮
廷
が
注
文
し
た
仕
様
に
あ
わ
せ
て
作
ら
れ
た
様
々
な
形
の
施
粕
タ
イ
ル
が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
粘
土
と
施
柚
法
か
ら
み
て
ハ

(
紅
)

イ
ズ
オ
ン
製
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
五
年
に
南
フ
ィ
リ
ピ
ン
沖
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
沈
船
(
一
四
七
O
l
八
0
年
代
に
難
破
し
た

533 

と
推
定
さ
れ
る
)
か
ら
見
つ
か
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
陶
器
の
中
に
ガ
ラ
ス
の
ピ

l
ズ
や
青
銅
の
指
輪
(
い
ず
れ
も
ベ
ト
ナ
ム
の
産
品
で
は
な
い
)
が
入
つ

(
泣
)

て
い
た
こ
と
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
多
角
交
易
に
お
け
る
物
産
複
合
の
形
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。
ウ
ェ
イ
ド
が
賓
誼
し
た
チ
ャ
ン
パ
と
フ
イ

十

「
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(
お
)

リ
ピ
ン
聞
の
交
流
も
ま
た
、
チ
ャ
ン
パ
の
ム
ス
リ
ム
交
易
地
園
の
ジ
グ
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
に
。
ヒ

1
ス
を
一
つ
は
め
込
む
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
海
か
ら
の
眺
望
に
よ
っ
て
、
長
ら
く
知
ら
れ
て
は
い
た
が
相
互
の
闘
係
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
事
賓
に
新
た
な
照

ハ
イ
ズ
オ
ン
の
手
工
業
の
問
題
は
こ
の
頑
貼
に
よ
り
解
答
の
糸
口
が
奥
え
ら
れ
る
。
ハ
ノ
イ
で
有

(
汎
)

名
な
「
三
十
六
坊
」
の
工
雲
品
を
扱
う
人
々
|
|
建
築
家
、
大
工
、
染
物
師
、
革
靴
職
人
、
彫
版
師
ゃ
、
銅
通
り
(
ハ
ン
ド
ン
)
や
銀
通
り

(
ハ
ン
パ
ツ
バ
一
の
銅
・
銀
細
工
業
者
|
|
の
多
く
の
租
籍
は
ハ
イ
ズ
オ
ン
に
あ
っ
た
。
あ
る
ハ
ノ
イ
の
金
細
工
師
の
家
が
や
は
り
ハ
イ
ズ
オ

(
お
)

ン
の
出
で
あ
る
こ
と
が
最
近
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
種
々
の
事
例
は
ハ
イ
ズ
オ
ン
に
長
い
手
工
業
品
の
取
引
・
生
産
の
惇
統
が
あ
り
、

明
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
ハ
ノ
イ
よ
り
も
古
い
だ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
、
す
で
に
十
三
世
紀
に
は
菅
笠
の
生
産
で
知
ら
れ
て
い
た
が
、

(
釘
)

こ
れ
は
十
八
世
紀
に
有
名
に
な
る
フ
エ
の
菅
笠
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
諸
産
業
は
、
職
人
が
か
か
わ
っ
た
業
種
の
車
な
る
リ
ス
ト
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
に
数
干
の
努
働
者
が
雇
用
さ
れ
て

(
お
)

い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
製
陶
業
は
き
わ
め
て
勢
働
集
約
的
で
あ
り
、
茶
碗
一
つ
仕
上
げ
る
の
に
多
く
の
手
を
経
る
。
製
瓦
業
は
そ
れ

ほ
ど
複
雑
で
は
な
い
が
や
は
り
同
様
で
あ
り
、
職
人
の
ほ
か
に
、
燃
料
の
薪
を
集
め
、
常
時
粘
土
を
掘
り
加
工
す
る
労
働
者
を
必
要
と
す
る
。

(
叩
)

雲
屯
だ
け
で
、
陳
朝
期
の
寺
社
が
七
つ
あ
る
が
、
そ
の
建
築
資
材
は
相
音
量
に
上
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ハ
イ
ズ
オ
ン
の
手
工
業
に
間
接
的
に
閥

(
壮
)

わ
っ
た
人
々
|
|
た
と
え
ば
、
陸
水
運
、
建
設
、
食
品
加
工
な
ど
|
|
の
数
は
か
な
り
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
、
桃
木
至
朗
の

(
必
)

い
う
「
民
間
の
大
量
消
費
市
場
の
興
起
」
の
基
礎
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

ハ
イ
ズ
オ
ン
の
製
陶
業
は
、
少
数
の
農
村
で
管
ま
れ
た
孤
立
し

た
産
業
と
し
て
忽
然
と
出
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
中
園
の
多
く
の
商
業
セ
ン
タ
ー
同
様
、
地
域
内
の
他
の
産
業
|
|
上
速
の
も
の
に
加
え
て
、

造
船
・
綿
織
物
・
製
盟
な
ど
|
|
と
あ
い
携
え
て
繁
柴
し
た
特
化
産
業
な
の
で
あ
る
。
岸
本
美
緒
が
中
固
に
つ
い
て
「
輸
出
産
業
は
経
済
活
動

(
必
)

全
盟
に
占
め
る
割
合
だ
け
で
車
純
に
評
慣
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
た
こ
と
は
、
大
越
に
も
あ
て
は
ま
る
。
外
国
貿
易
が
経
済
構
造

に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
む
し
ろ
質
的
に
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

十
三
世
紀
後
半
の
大
越
の
仰
教
の
中
心
で
あ
る
安
子
山
が
ウ
ォ
ン
ピ

l
(
ハ
イ
フ
ォ
ン
の
東
北
に
あ
り
、
海
に
近
い
)
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と

十
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さ
ら
に
面
白
い
。
こ
こ
は
陳
仁
宗
(
在
位
一
二
七
九
九
三
)
が
有
名
な
臨
済
繭
竹
林
汲
を
聞
い
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
交
易
圏
の
ま
さ
に
中
核
に

(
壮
)

位
置
し
て
い
る
。
有
名
な
事
林
寺
も
高
僧
法
螺
に
よ
っ
て
や
は
り
こ
の
地
域
に
開
基
さ
れ
た
。
彼
は
生
涯
の
聞
に
千
三
百
も
の
青
銅
悌
を
作
つ

(
M
M
)
 

た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
業
に
は
巨
財
が
投
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
銅
の
使
用
量
も
、
大
越
が
銅
を
産
し
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
め

ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。

こ
の
地
域
は
百
五
十
年
以
上
も
の
問
、
陳
朝
の
賓
質
的
な
政
治
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
陳
朝
の
歴
代
の
君
主
は
繰
り
返
し
、
そ
の
家
が
「
海

(
判
)

岸
よ
り
興
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。

一
一
一
三
九
年
以
後
、
天
長
府
の
家
郷
(
今
日
の
ナ
ム
デ
イ
ン
の
近
く
。
ハ
ノ
イ
よ
り
ず
っ
と
海
に
近
い
)
に

一
世
紀
後
の
ア
ユ
タ
ヤ
同
様
、
こ
の
政
治
中
枢
は
「
潮
水
が
ま
ち
を
園
み
、
岸
遣
の
花
木
の
香
気
が
人
を
襲
い
、

(
釘
)

童
旦
紡
が
往
来
し
、
仙
境
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
。
陳
朝
の
君
主
は
昇
龍
(
ハ
ノ
イ
)
よ
り
も
天
長
の
宮
殿
に
滞
在
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
地
が
賓

宮
殿
群
を
建
造
し
て
い
る
。

質
上
の
首
都
で
あ
っ
た
。

政
治
・
宗
教
・
交
易
の
中
心
が
隣
接
し
て
群
を
成
し
、
製
陶
業
の
中
心
と
も
、
近
い
と
い
う
拭
況
は
、
近
十
年
に
日
本
や
ベ
ト
ナ
ム
の
撃
者
が

ベ
ト
ナ
ム
中
・
南
部
の
古
代
政
瞳
に
つ
い
て
提
唱
し
て
い
る
モ
デ
ル
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
と
は
、
「
川

筋
権
力
」

(
H
2
0
5
0
官

O
E可
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
宗
教
の
中
心
(
山
に
あ
る
こ
と
が
多
い
)
、
政
治
中
心
(
氾
濫
原
に
あ
る
)
と
港
市
が
水
路
で

(

紛

)

(

川

叩

)

結
び
附
け
ら
れ
て
、
三
部
構
成
の
権
力
を
成
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
っ
と
統
合
的
な
地
域
世
界
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
想
定
が
導

535 

チ
ャ
ン
パ
は
イ
ン
ド
丈
化
圏
に
あ
り
、
海
南
島
は
遺
境
の
只
中
に
あ
る
僻
地
だ
と
従
来
考
え
ら
れ
て
き

た
。
三
者
は
地
理
的
に
は
隣
接
し
な
が
ら
、
文
化
的
に
も
経
済
的
に
も
共
通
項
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
、
バ
ラ
バ
ラ
の
存
在
と
み
な
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
近
十
年
の
ベ
ト
ナ
ム
中
央
部
の
考
古
護
掘
に
よ
り
、
チ
ヤ
ム
文
化
に
は
イ
ン
ド
丈
化
と
共
に
中
園
の
強
い
影
響
が
あ
っ
た
こ
と

(
別
)

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
と
く
に
チ
ャ
ン
パ
の
北
部
に
顕
著
で
あ
る
。
中
国
の
影
響
は
部
分
的
に
は
直
接
大
陸
か
ら
来
た
も
の
だ
ろ

(
日
)

う
が
、
大
部
分
は
交
祉
・
海
南
か
ら
交
易
を
通
じ
て
一
一
次
的
・
三
次
的
に
及
ん
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
チ
ャ
ン
パ
の
大
越
へ
の
影
響

か
れ
る
。
大
越
は
中
園
の
影
響
下
に
、

十

「「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
リ
中
日
宍
)
仏

-
H
N
E待

ー「

536 

も
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
深
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
年
ハ
ノ
イ
の
中
心
で
見
つ
か
っ
た
李
・
陳
・
禁
朝
初
期
の
王
宮
跡
に
は
、

(
臼
)

美
術
・
建
築
面
で
の
チ
ャ
ム
の
影
響
が
明
ら
か
で
、
両
者
の
聞
に
頻
繁
で
密
な
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

ベ
ト
|
チ
ャ
ム
聞
の
抗
争
を
、
従
来
の
政
治
・
領
土
的
角
度
よ
り
む
し
ろ
海
上
交
易
の
観
貼
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
ホ

1
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
交
州
は
唐
代
の
一
一
大
港
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
、

チ
ヤ
ム
商
人
は
こ
こ
か
ら
中
国
製
品
を
得
て
い
た

に
違
い
な
い
。
十
世
紀
の
ベ
ト
族
の
濁
立
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
固
定
的
で
あ
っ
た
べ
ト
チ
ャ
ム
聞
係
を
嬰
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
越
は

政
治
的
に
チ
ャ
ン
パ
と
同
等
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
海
上
交
易
に
お
い
て
も
主
要
な
ラ
イ
ヴ
ア
ル
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
雨
者
の
関
係
に
生

(
日
)

じ
た
出
来
事
は
、
こ
う
し
た
商
業
と
の
か
ら
み
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ウ
イ
ッ
ト
モ
ア
は
香
木
の
争
奪
が
十
二
世
紀
の
大

(
日
)

越
と
チ
ャ
ン
パ
の
戦
争
の
一
環
を
な
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

チ
ャ
ン
パ
攻
略
と
そ
の
遺
産

こ
の
交
易
圏
の
著
し
い
特
徴
の
一
つ
は
、
そ
の
崩
壊
が
急
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
商
業
で
賑
わ
っ
た
地
域
が
突
然
活
動
を
停
止
し
た
。
ブ
ラ

ウ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
越
は
一
五
一

O
年
ご
ろ
に
陶
磁
輸
出
を
止
め
、
以
後
十
六
世
紀
い
っ
ぱ
い
、

(
日
)

て
こ
な
い
。

ベ
ト
ナ
ム
製
品
は
資
料
上
に
現
れ

十
四
・
十
五
世
紀
大
越
の
主
要
輸
出
産
業
で
あ
っ
た
製
陶
業
が
突
然
停
止
し
た
主
因
は
、

一
四
七
一
年
の
禁
聖
宗
に
よ
る
チ
ャ
ン
パ
都
城
ヴ

イ
ジ
ャ
ヤ
攻
略
に
あ
る
。
こ
の
軍
事
行
動
が
チ
ャ
ン
パ
の
製
陶
業
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
史
料
に
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
、

い
っ
そ
う

ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
の
は
、

チ
ャ
ン
パ
の
ム
ス
リ
ム
市
場
を
志
向
し
て
い
た
大
越
の
製
陶
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
中
国
史
料
が
チ
ヤ

ム
人
に
つ
い
て
「
交
易
で
生
計
を
立
て
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
チ
ャ
ム
|
ベ
ト
間
交
易
で
も
っ
と
も
利
潤
が
上
が

っ
た
の
は
、

ベ
ト
の
陶
磁
器
と
チ
ヤ
ム
の
香
木
の
交
換
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

チ
ヤ
ム
人
は
東
南
ア
ジ
ア
群
島
・
中
東
の
ム
ス

リ
ム
市
場
と
、
産
地
ハ
イ
ズ
オ
ン
を
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
戟
争
で
聖
宗
が
四
高
以
上
の
チ
ヤ
ム
人
を
殺
裁
し
、
二
一

十
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(

白

川

)

寓
以
上
を
捕
虜
と
し
て
連
行
し
た
時
、
王
は
園
ら
ず
も
数
千
単
位
の
ベ
ト
ナ
ム
職
人
の
生
計
を
破
壊
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
大
越
は
軍
事
的
勝

(
訂
)

利
を
得
た
も
の
の
、
も
っ
と
も
重
要
な
海
外
市
場
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
海
上
交
易
に
お
け
る
地
位
を
失
っ
た
雲
屯
は
以
後
『
大
越
史
記
全

主
目
』
か
ら
姿
を
泊
す
。

雲
屯
の
衰
退
に
つ
い
て
、
今
ま
で
納
得
の
い
く
説
明
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
個
別
に
考
え
て
い
て
は
、
答
え
は
出
て
こ
な
い
。

こ
の
港
の
運
命
は
、
チ
ャ
ン
パ
と
の
交
易
に
多
く
を
依
存
し
て
い
た
海
南
島
と
切
り
離
せ
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
頃
海
南
島
の
交
易
も

ま
た
、
最
重
要
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
チ
ャ
ン
パ
を
失
っ
て
衰
え
た
こ
と
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
パ
は
十
一
一
一

i
十
五
世
紀
の
問
、
中
国
沿
海
と
く
に

海
南
島
と
東
南
ア
ジ
ア
聞
の
交
易
の
中
耀
地
と
し
て
、
濁
特
の
役
割
を
捨
っ
て
き
た
。
唐
域
交
易
の
観
貼
か
ら
み
る
と
、
大
越
の
チ
ャ
ン
パ
へ

の
致
命
的
攻
撃
は
、
ト
ン
キ
ン
湾
交
易
の
最
大
の
誘
因
を
消
し
去
り
、
ト
ン
キ
ン
湾
と
東
南
ア
ジ
ア
島
興
部
の
連
係
を
断
ち
切
る
も
の
だ
っ
た

(
認
)

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
大
越
に
お
け
る
交
易
と
権
力
の
共
生
的
均
衡
が
崩
れ
て
、
自
壊
作
用
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
リ
l
パ
l
マ
ン
に
な
ら
っ

(
印
)

ベ
ト
の
勝
利
は
「
甘
美
な
毒
入
り
果
賓
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

て
い
え
ば
、

一
五

O
八
年
に
最
後
の
一
撃
を
被
っ
た
。
聖
宗
は
一
四
七
一
年
の
ヴ
ィ
ジ
ヤ
ヤ
攻
略
後
、

(ω) 

前
近
代
の
東
南
ア
ジ
ア
の
通
例
と
し
て
、
多
く
の
捕
虜
を
大
越
に
移
住
さ
せ
た
。
そ
の
一
部
は
清
化
や
父
安
に
村
落
を
州
官
白
ん
だ
が
、
王
室
を
含

む
大
部
分
は
昇
龍
地
方
に
定
着
し
た
。

チ
ャ
ン
パ
の
ム
ス
リ
ム
と
大
越
の
経
済
関
係
は
、

一
五

O
八
年
、
大
越
の
チ
ヤ
ム
人
が
反
乱
を
企
ん
で
い
る
と
の
噂
が
流
れ
る
と
、
威
穆
帝
は
園
内
の
チ

(
U
U
)
 

ヤ
ム
人
の
皆
殺
し
を
命
じ
た
。
虐
殺
の
命
令
は
こ
の
年
三
度
護
布
さ
れ
て
い
る
。

『
明
賓
録
」
に
よ
れ
ば
、
十
五
世
紀
か
ら
ジ
ャ
ヮ
、

(
俗
)

ス
マ
ト
ラ
の
使
節
は
し
ば
し
ば
チ
ャ
ン
パ
の
使
節
を
伴
っ
て
い
る
。
チ
ャ
ン
パ
と
島
興

部
の
密
接
な
閥
係
は
ド
ウ
マ
ク
の
惇
承
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
初
代
の
王
(
在
位
一
四
八
O

|
一
四
八
九
)
の
妻
の
父
は
チ
ャ
ム
人
だ
っ
た

(
臼
)

と
も
い
い
、
彼
の
母
は
チ
ャ
ン
パ
か
ら
来
た
中
園
人
だ
と
す
る
停
承
も
あ
る
。
大
越
の
地
か
ら
チ
ャ
ン
パ
商
人
が
一
掃
さ
れ
た
こ
と
で
、
チ
ヤ

(
似
)

ン
パ
を
中
園
・
大
越
貿
易
の
撮
貼
に
し
て
い
た
イ
ス
ラ

l
ム
世
界
の
商
人
と
大
越
の
関
係
は
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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四

民
族
地
園
の
書
き
換
え

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
前
提
に
す
る
と
、
首
時
ト
ン
キ
ン
湾
周
遣
に
住
ん
で
い
た
民
族
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。

紅
河
デ
ル
タ
は
大
越
史
を
通
じ
て
ベ
ト
族
の
均
質
な
世
界
で
あ
り
、
そ
の
貼
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
聞
で
は
濁
特
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
史
料
を
み
て
い
く
と
、
こ
の
こ
と
は
十
五
世
紀
以
後
に
し
か
嘗
て
は
ま
ら
な
い
。
十
三
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た

『
越
史
略
」
に
よ
れ
ば
、

十
三
世
紀
初
ま
で
は
海
岸
地
帯
の
大
部
分
は
地
方
の
首
長
の
支
配
下
に
あ
り
、
彼
等
の
一
部
は
漢
字
で
「
猿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ

(
白
)

ベ
ト
族
で
は
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

オ
族
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
、

こ
の
地
方
に
「
交
祉
蜜
」
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
麿
東
の
重
人
と
同
じ
民
族
で
あ
る
。
彼
等
は

(

山

山

)

水
際
に
住
み
、
魚
な
ど
の
海
産
物
を
も
っ
て
欽
州
に
現
れ
、
米
・
布
と
交
換
し
た
。
彼
ら
が
、
紅
河
デ
ル
タ
に
住
み
、
明
瞭
な
ベ
ト
ナ
ム
語
を

(
目
別
)

話
せ
ず
れ
れ
t
g
m
〈
戸
ロ
ぬ

σぺ
(
海
透
の
言
葉
)
を
操
っ
た
人
々
と
同
じ
民
族
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
う
し
た
漁
民
た
ち
の
中
か
ら
莫
登

(

山

山

)

庸
が
登
場
し
、
権
力
の
座
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ハ
イ
ズ
オ
ン
の
出
だ
が
、
一
説
に
は
そ
の
組
先
は
麿
束
の
重
人
だ
と
い
う
。

こ
の
地
域
で
は
民
族
の
混
合
が
活
溌
に
繰
り
返
さ
れ
、
李
・
陳
朝
に
活
力
を
奥
え
た
。
東
南
ア
ジ
ア
の
他
地
域
同
様
に
、
十
四
世
紀
中
十
ば
ま

(ω) 

で
交
祉
の
人
力
不
足
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
園
人
が
奴
隷
と
し
て
買
わ
れ
て
い
た
し
、
鹿
西
の
賊
が
し
ば
し
ば
地
域

(
刊
)

住
民
|
|
ヌ
ン
(
中
園
で
い
う
壮
族
)
な
ど
だ
ろ
う
ー
ー
を
捕
ら
え
、
交
駈
に
貰
っ
て
い
た
。
前
掲
の
繋
母
の
惇
承
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ベ
ト

族
と
海
南
人
の
通
婚
も
行
わ
れ
て
い
た
。

「
商
業
の
時
代
」
以
前
、
交
止
は
中
国
か
ら
の
亡
命
・
移
住
者
に
と
っ
て
、
最
大
の
受
け
入
れ
先
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
南
宋
の
末
年
、
宋

(
れ
)

人
が
海
船
三
十
般
を
仕
立
て
て
来
附
し
て
き
た
記
録
が
あ
る
。
チ
ャ
ム
、
ラ
オ
人
も
大
越
で
か
な
り
の
地
歩
を
占
め
て
お
り
、
陳
朝
は
中
園
風

(
花
)

の
衣
服
や
チ
ヤ
ム
・
ラ
オ
語
を
禁
止
す
る
救
令
を
再
三
出
し
て
い
る
。

宋
代
の
惇
承
に
よ
れ
ば
、
陳
朝
の
王
族
は
邑
州
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
へ
向
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
話
に
よ
る
と
、
陳
朝
初
代
の
王
は
幅
州
の

十
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長
印
刷
提
出
身
で
、
家
産
を
賭
博
で
使
い
果
た
し
、
川
邑
州
に
流
れ
着
い
た
。
首
地
に
は
交
祉
の
貴
族
が
よ
く
交
易
に
訪
れ
て
い
た
が
(
交
祉
と
境
を

(

市

川

)

接
す
る
邑
州
に
は
欽
州
と
な
ら
ん
で
博
易
場
が
置
か
れ
て
い
た
)
、
彼
は
王
の
孫
娘
と
出
曾
い
、
懸
に
落
ち
て
結
婚
し
た
と
い
う
。
ま
る
で
寓
話
の
よ

(
九
)

う
だ
が
、
編
年
史
書
が
記
す
陳
氏
の
民
族
的
出
自
を
確
認
し
、

(
九
)

附
け
る
も
の
で
あ
る
。

『
嶺
外
代
答
』

の
記
事
と
と
も
に
ベ
ト
族
エ
リ
ー
ト
の
交
易
闘
奥
の
事
賓
を
裏

陳
朝
の
王
が
中
園
起
源
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
賓
だ
っ
た
し
、
『
大
越
史
記
全
書
」
も
正
直
に
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
問
題
は
、
こ

れ
が
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
個
別
的
・
偶
護
的
事
象
な
の
か
、
そ
れ
と
も
支
持
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
支
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
後
者
だ
と
す
る
と
、
そ
の
支
持
者
と
は
い
か
な
る
人
々
だ
っ
た
の
か
。
陳
朝
の
興
起
を
助
長
し
た
の
が
一
枇
舎
・
政
治
機

(
同
)

構
の
柔
軟
性
で
あ
る
こ
と
は
、
研
究
者
が
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
で
成
功
す
る
支
配
者
は
、
首
長
や
土
地
を

基
盤
と
す
る
エ
リ
ー
ト
同
士
の
競
合
の
な
か
か
ら
現
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
に
支
持
集
圏
が
存
在
す
る
。
こ
の
酷
で
、
陳
朝
が
競
合

勢
力
の
中
か
ら
勝
ち
あ
が
っ
て
い
け
る
だ
け
の
舞
蓋
を
、
ト
ン
キ
ン
湾
交
易
圏
が
提
供
し
た
の
か
ど
う
か
を
問
う
て
み
る
債
値
が
あ
る
し
、
じ

(
付
)

っ
さ
い
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
最
近
の
ベ
ト
ナ
ム
人
撃
者
は
、
陳
氏
が
漁
業
・
農
業
を
合
わ
せ
た
経
済
的
基
盤
の
上
に
、
王
位
を
勝
ち

(
お
)

取
っ
た
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
農
業
以
外
の
経
済
要
因
が
ベ
ト
ナ
ム
史
の
形
成
に
作
用
し
て
お
り
、
陳
朝
の
興
起
に
海
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
陳
氏
を
歴
史
的
空
間
の
な
か
で
改
め
て
把
え
か
え
す
と
、
海
で
生
計
を
立
て
る
一
噛
建
人

が
そ
の
富
を
背
景
に
し
て
李
氏
の
王
族
と
結
婚
す
る
と
い
う
、
東
南
ア
ジ
ア
史
通
有
の
パ
タ
ー
ン
(
た
と
え
ば
、
十
八
世
紀
の
後
宇
シ
ャ
ム
王
と
な

っ
た
潮
州
出
身
の
鄭
昭
の
ケ
l
ス
)
を
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
暦
一
史
的
丈
脈
に
戻
し
て
み
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
随
一
の
民
族
英
雄
で
あ
り
、
園
父
と

(
内
)

仰
が
れ
る
陳
園
峻
(
陳
興
這
)
の
組
先
も
ま
た
中
国
人
で
あ
る
こ
と
に
思
い
首
た
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
す
べ
て
、
こ
れ
ま
で
封
殺
さ
れ
て
き

た
場
所
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
感
畳
を
賦
活
し
、
民
族
主
義
的
歴
史
的
学
に
よ
る
車
純
な
色
分
け
を
錯
綜
し
た
も
の
に
す
る
。

明
の
占
領
は
大
越
枇
舎
の
性
質
と
人
口
組
成
を
考
え
る
際
の
分
水
嶺
と
な
る
出
来
事
だ
っ
た
。

一
回

O
七
年
に
は
紅
河
デ
ル
タ
の
丈
武
諸
色

539 

の
才
に
恵
ま
れ
た
九
千
名
、
そ
し
て
工
匠
七
千
七
百
名
の
南
京
迭
致
が
命
じ
ら
れ
、

一
四
一
一
一
一
年
に
は
さ
ら
に
百
三
十
人
の
職
人
と
そ
の
家
族

十
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(
m
w
)
 

が
徴
用
さ
れ
て
い
る
。
繋
利
と
彼
の
部
下
で
あ
る
清
化
の
人
々
(
そ
の
多
く
は
ム
オ
ン
あ
る
い
は
非
ベ
ト
系
と
考
え
ら
れ
る
)
が
紅
河
デ
ル
タ
に
定

着
し
た
時
に
、
沿
海
部
に
い
た
上
述
の
ラ
オ
・
タ
イ
系
な
ど
の
非
ベ
ト
系
の
人
々
に
取
っ
て
代
わ
る
か
、
混
交
し
た
よ
う
で
あ
る
。
大
越
の
海

(
凱
)

一
四
二
七
年
の
一
再
の
中
園
人
の
殺
裁
、
そ
し
て
上
速
の
チ
ャ
ム
人
虐
殺

岸
部
の
人
口
が
均
質
的
な
ベ
ト
族
へ
組
み
こ
ま
れ
て
い
っ
た
の
は
、

を
経
て
、
十
六
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

五

「
商
業
の
時
代
」

の
も
う
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
?

フ
ォ

l
ヒ
エ
ン
(
現
在
の
フ
ン
イ
エ
ン
)
が
大
越
の
十
七
世
紀
の
貿
易
擦
黙
で
あ
っ
た
こ
と
は
長
ら
く
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
研
究
の
蓄
積
も

あ
る
。
し
か
し
、

オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
・
日
本
・
中
園
人
が
こ
の
港
を
訪
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
提
供
さ
れ
る
産
物
が
限
ら
れ
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
て
、

ダ
ン
ゴ
ア
イ
(
鄭
氏
政
権
下
に
あ
っ
た
北
部
)
枇
舎
に
お
い
て
商
業
が
周
縁
的
な
役
割
を
果
た
す
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
象
徴

フ
ォ

l
ピ
エ
ン
の
意
義
も
、
個
別
に
考
え
る
の
で
な
く
、
他
の
地
域
と
の
閲
連
で

す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
雲
屯
同
様
、

見
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
日
本
の
長
崎
、
中
国
の
長
江
デ
ル
タ
か
ら
探
究
を
は
じ
め
よ
う
。
十
六
世
紀
後
竿
か
ら
十
八
世

紀
前
宇
に
か
け
て
、

日
本
市
場
は
慶
域
市
場
統
合
に
も
っ
と
も
大
き
な
刺
激
を
奥
え
る
存
在
で
あ
り
、
長
崎
寧
波
フ
ォ

l
ヒ
エ
ン
聞
の
貿

易
が
繁
栄
し
て
い
た
。

(
幻
)

長
江
流
域
で
は
明
朝
期
に
著
し
く
人
口
が
増
え
、
十
倍
に
達
し
た
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。
人
口
増
は
手
工
業
生
産
の
ブ
l
ム
を
巻
き
起
こ
し

(
お
)

た
。
十
六
世
紀
後
牛
に
は
、
長
江
デ
ル
タ
は
出
版
文
化
の
中
心
と
な
っ
た
。
生
産
コ
ス
ト
は
極
め
て
低
く
、
百
字
の
彫
版
に
わ
ず
か
二
十
丈
し

(

川

悦

)

か
か
か
ら
な
か
っ
た
。
十
六
世
紀
後
竿
に
、
あ
る
士
人
が
「
科
翠
の
勉
強
を
し
て
い
た
若
い
こ
ろ
に
は
、
刊
本
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(
お
)

:
:
:
今
は
ど
こ
で
も
刊
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
た
世
の
繁
栄
の
印
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

出
版
は
南
京
・
蘇
州
・
杭
州
で
も
っ
と
も
琵
達
し
た
が
、
こ
れ
ら
出
版
の
中
心
は
南
京
・
寧
波
船
の
集
荷
地
軸
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

(
目
別
)

日
本
史
料
が
書
籍
を
輸
出
す
る
船
の
ほ
と
ん
ど
は
南
京
・
寧
波
船
、
だ
と
す
る
の
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
の
ち
に
ベ
ト
ナ
ム
で
も
っ
と
も
有
名

十

「
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な
韻
丈
小
説
と
な
る
『
キ
ム
ヴ
ア
ン
キ
ユ
ウ
』
(
原
作
は
中
園
の
『
金
雲
麹
惇
』
)
は
長
江
デ
ル
タ
と
海
岸
部
で
起
き
た
賓
話
を
も
と
に
し
た
も
の

(
幻
)

だ
が
、
『
舶
載
書
目
』
に
よ
れ
ば
、
『
金
雲
調
停
」
は
日
本
に
一
七
五
四
年
に
輸
入
さ
れ
て
い
る
。
書
籍
交
易
は
、
長
江
デ
ル
タ
と
日
本
・
琉

球
・
朝
鮮
、
そ
し
て
ダ
ン
チ
ヨ
ン
(
院
氏
政
権
下
の
南
部
)
・
ダ
ン
ゴ
ア
イ
の
一
一
つ
の
政
権
が
形
作
る
漢
字
丈
化
圏
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
書
籍
貿
易
は
こ
の
時
代
の
ト
ン
キ
ン
|
中
園
|
日
本
聞
の
貿
易
の
性
質
を
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
。
十
七
世
紀
後
半
に
ト
ン

キ
ン
を
も
っ
と
も
頻
繁
に
訪
れ
た
の
が
虞
東
・
幅
建
船
よ
り
も
、
寧
波
の
ジ
ヤ
ン
ク
で
あ
っ
た
の
は
面
白
い
。
『
華
夷
嬰
態
』
に
よ
れ
ば
、

六
八
九

l
一
七
一
一
一
年
の
聞
に
ベ
ト
ナ
ム
を
起
貼
・
中
継
地
と
し
て
訪
日
し
た
十
三
般
の
内
語
は
、
東
京
(
ト
ン
キ
ン
)
船
四
、
度
門
船
二
、

(

叩

即

)

泉
州
船
一
、
麿
東
船
一
、
寧
波
船
五
で
あ
る
。
寧
波
船
は
フ
オ
|
ヒ
エ
ン
で
漢
籍
(
書
籍
は
兎
税
)
を
黄
絹
と
交
換
し
て
か
ら
、
寧
波
に
戻
つ

た
あ
と
長
崎
に
向
か
い
、
銅
や
銀
を
購
入
す
る
。
中
園
に
戻
る
と
、
ま
た
積
荷
を
準
備
し
て
翌
年
フ
ォ

l
ヒ
エ
ン
に
渡
る
、
こ
の
三
角
交
易
の

(
約
)

繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。

出
版
は
低
コ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
木
版
に
は
た
い
し
た
金
は
か
か
ら
ず
、
業
者
は
低
コ
ス
ト
で
多
様
な
本
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
商
業
の
繁

築
、
教
育
の
普
及
、
人
口
の
増
大
が
需
要
に
拍
車
を
か
け
、
債
格
を
抑
え
る
こ
と
を
可
能
に
も
し
た
。
明
代
中
園
の
イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師
マ
テ

オ
・
リ
ッ
チ
(
一
五
五
二
-
|
一
六
一

O
)
は
「
莫
大
な
量
の
書
物
が
、

(ω) 
る。

お
か
し
い
ほ
ど
の
廉
債
で
貰
ら
れ
て
出
回
っ
て
い
る
」
こ
と
に
驚
い
て
い

史
料
か
ら
判
断
す
る
と
、
輸
出
さ
れ
た
漢
籍
も
、

ふ
つ
う
安
債
で
責
ら
れ
て
い
た
。
十
七
・
十
八
世
紀
に
つ
い
て
慣
格
を
示
す
史
料
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
一
一
つ
の
十
九
世
紀
の
史
料
に
よ
る
漢
籍
と
他
の
輸
出
品
と
の
債
格
比
較
か
ら
、
状
況
を
あ
る
程
度
つ
か
む
こ
と
は
で
き

る

一
八
四
五
年
の
長
崎
の
記
録
に
は
、
経
随
一
千
・
史
随
一
子
の
重
要
な
参
考
書
ー
ー
ー
そ
の
多
く
は
数
百
巻
か
ら
な
る
|
|
の
い
く
つ
か
の
値
段
が
記

541 

さ
れ
て
い
る
。
『
侃
丈
韻
府
』
は
オ
ラ
ン
ダ
船
が
も
た
ら
し
た
金
時
計
よ
り
ず
っ
と
安
く
、
オ
ル
ゴ
ー
ル
一
つ
が
『
知
不
足
薪
叢
書
』
『
十
三
経

(

川

内

)

の
債
格
に
ほ
ぼ
等
し
い
。

注
疏
』
『
欽
定
四
経
』

十
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一
八
一
一
一
一
年
の
北
ベ
ト
ナ
ム
諸
港
で
の
闘
税
規
定
を
み
る
と
、

ベ
ト
ナ
ム
で
責
ら
れ
た
書
籍
は
、
日
本
よ
り
も
さ
ら
に
安
か
っ
た
こ
と
が
分

か
る
(
な
お
、
こ
の
時
に
は
書
籍
に
課
税
さ
れ
て
い
た
)
0

も
っ
と
も
高
慣
な
の
が
「
古
書
」
で
一
箱
十
九
貫
だ
が
、
こ
れ
は
鴻
片
玉
(
煙
泥
)
二
百

(
児
)

五
十
グ
ラ
ム
よ
り
も
安
い
。
さ
ら
に
安
債
な
「
通
書
(
一
般
書
)
」
は
百
巻
で
た
っ
た
の
五
貫
で
あ
る
。
こ
れ
は
布
註
七
足
、
南
笠
(
竹
笠
)
十

(

川

町

)

個
、
鉢
場
方
碍
(
バ
ッ
チ
ャ
ン
製
の
瓦
)
一
一
百
枚
の
値
段
に
等
し
い
。

(

州

出

)

中
園
製
の
丈
房
具
も
安
か
っ
た
。
四
十
種
類
の
紙
の
債
格
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
も
筆
も
安
い
。
紙
千
枚
で
木
の
荘
一
足
、
生
諸
小
項

(
生
ま
れ
た
て
の
子
豚
)

一
頭
と
同
じ
値
段
で
あ
り
、
筆
百
本
で
、
赤
糖
餅
一
龍
分
に
等
し
い
。
地
元
製
の
筆
(
「
南
筆
」
)
が
中
圃
製
の
廉
憤
品

よ
り
四
割
高
な
の
が
目
に
附
く
。

こ
う
し
た
朕
況
が
ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
丈
化
の
物
質
的
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
後
禁
朝
の
も
と
で
都
市
や
農
村
で
丈
人
階
層
が
再
び
撞
頭

(

何

)

(

%

)

し
て
き
た
の
は
、
書
籍
・
丈
具
の
入
手
が
容
易
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
十
七
世
紀
の
北
部
に
お
け
る
丈
人
の
復
活
は
、
品
何
回

時
長
江
デ
ル
タ
で
栄
え
て
い
た
出
版
文
化
や
、

ア
ジ
ア
貿
易
全
般
と
く
に
書
籍
貿
易
の
主
動
因
で
あ
っ
た
日
本
貿
易
と
無
縁
で
は
な
い
。
換
言

す
れ
ば
、

ベ
ト
族
エ
リ
ー
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
惇
統
的
」
「
儒
教
的
」
「
農
村
的
」
憤
値
観
は
、
ま
さ
し
く
十
六
世
紀
後
半
以
降
の
中
固
に
お
け
る

大
量
出
版
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
商
人
た
ち
が
も
た
ら
し
た
書
物
が
知
識
の
ス
ト
ッ
ク
を
形
成
し
、
十
八
世
紀
の
注
緯
挙
、
惇
記
、

(
貯
)

史
的
学
の
新
た
な
護
展
の
重
要
な
源
泉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

前
掲
の
閥
税
規
定
か
ら
、
書
籍
・
丈
具
の
販
責
に
よ
っ
て
中
園
商
人
が
得
る
利
潤
が
わ
ず
か
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
積
荷
の
大
宇
が
日
常

消
費
財
な
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
十
四
種
の
錦
、
一
一
十
四
種
の
椴
子
、
九
種
の
綾
紬
、
六
種
の
絹
、
十
六
種
の
綿
織
物
が
あ
が
っ
て
い
て
じ

つ
に
多
様
だ
が
、
そ
れ
だ
け
泊
費
者
が
貧
富
各
層
に
亙
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
常
品
の
中
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
原
料
が
中
国
で

加
工
さ
れ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
製
品
も
非
常
に
安
か
っ
た
。
金
物
を
例
に
取
る
と
、
錫
拍
(
ボ
タ
ン
)
千

(
m
m
)
 

個
が
五
・
三
貫
あ
る
い
は
銀
一
・
九
雨
、
銅
馬
鈴
百
個
が
二
貫
、
潮
州
製
の
縫
針
一
再
包
が
十
三
・
五
貫
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の

は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
政
治
丈
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
を
形
作
っ
た
儒
撃
が
、
書
籍
交
易
を
随
伴
し
た
日
常
品
交
易
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
、

十

「

122 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
リ
中
日
宍
)
仏

-
H
N
E待

ー「

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
商
業
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
具
盟
的
な
形
で
、
文
化
的
慣
行
を
郷
紳
の
世
界
に
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ハ

ノ
イ
漢
崎
研
究
院
の
漢
晴
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
六
千
貼
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
は
、
中
国
漢
籍
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
科
奉
用
の
参
考
書
、
入
門
書
、
金

言
集
、
法
律
書
、
序
文
・
書
簡
・
契
約
文
書
作
成
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
十
八
世
紀
の
ト
ン
キ
ン
で
活
動
し
た
西
洋
宣
教

(
蜘
)

師
が
使
っ
た
本
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
そ
の
書
名
か
ら
見
て
、
古
典
の
通
俗
版
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
が
ま
さ

し
く
一
噛
建
内
陸
部
や
長
江
デ
ル
タ
の
大
量
市
場
で
生
産
流
通
し
た
類
の
も
の
で
あ
る
の
は
興
味
深
い
。

も
し
、
儒
教
丈
化
の
基
底
部
分
に
も
交
易
・
市
場
の
影
響
が
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
な
ら
、
儒
教
に
基
礎
を
置
い
た
大
越
の
政
治
に
つ
い
て

も
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
八
世
紀
中
十
ば
ま
で
|
|
十
五
世
紀
を
例
外
と
し
て
|
|
権
力
と
自
立
の
象
徴
た
る
貨
幣
鋳
造
権
は
外
固
人

の
手
に
あ
っ
た
。
十
五
世
紀
ま
で
は
、
慶
東
・
一
帽
建
商
人
で
あ
り
、
十
七
1
十
八
世
紀
は
日
本
・
中
国
商
人
、
十
九
世
紀
は
マ
カ
オ
の
掌
中
に

(m) 

あ
っ
た
。
貨
幣
が
海
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
運
ば
れ
た
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。

従
来
の
ベ
ト
ナ
ム
史
撃
は
、
海
外
交
易
を
商
人
・
税
関
吏
と
宮
廷
の
み
が
閥
奥
す
る
も
の
と
し
て
描
き
、

ベ
ト
族
の
一
幣
史
に
お
い
て
貿
易
は

周
縁
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
と
論
じ
る
傾
き
が
あ
っ
た
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
従
う
か
ぎ
り
、

ベ
ト
ナ
ム
の
過
去
を
理
解
す
る

鍵
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
農
村
、
農
村
文
化
、
そ
し
て
農
村
に
縛
ら
れ
た
ベ
ト
族
知
識
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
郷
約
」
が
農
村
に
お
け
る
儒

教
丈
化
を
盟
現
し
た
も
の
と
し
て
稽
揚
さ
れ
て
き
た
の
も
、
そ
れ
故
に
で
あ
る
。
現
代
の
研
究
者
か
ら
み
れ
ば
、
郷
約
は
農
民
の
憤
値
観
|
|

土
地
・
村
落
と
の
粋
、
同
厳
格
な
枇
曾
秩
序
ー
ー
を
表
わ
す
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
陸
地
に
縛
ら
れ
た
知
識
人
が
考
案
し
た
郷
約
の
モ
デ
ル
は
、
皮
↓
肉
に
も
海
の
向
こ
う
か
ら
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
存
の
郷
約
五

543 

千
貼
の
な
か
で
、
洪
梧
年
間
(
一
四
七
O

一
四
九
七
)
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
が
一
酷
あ
る
の
を
除
く
と
、
初
期
の
郷
約
は
す
べ
て
十

(
問
)

七
世
紀
そ
れ
も
後
竿
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
嶋
尾
稔
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
郷
約
が
競
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
は
景
治
l
正
和

(m) 

年
間
(
一
六
六
二
一
一
六
九
O
)
で
、
場
所
は
儒
皐
の
先
進
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
動
き
が
十
七
世
紀
の
債
東
・
幅
建
で
の
郷
約
の
流
行
や
漢
籍
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544 

の
輸
入
と
ど
の
程
度
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
陸
・
官
・
農
」
と
「
海
・
民
・
商
」
が
ベ
ト
史
の
雨

極
を
成
し
、
そ
の
聞
に
溝
が
存
在
す
る
と
い
う
史
観
を
再
考
す
べ
き
時
貼
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
者
は
密
接
に
か
か
わ
り
、

相
互
に
依
存
し
あ
い
、
さ
ら
に
は
互
い
に
養
分
を
輿
え
合
っ
た
と
さ
え
言
え
そ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
郷
約
の
編
集
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
っ
た
背
景
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
幅
建
・
虞
東
で
は
、
村
落
統
合
へ
の
動
き

は
、
往
々
に
し
て
山
間
地
や
新
聞
の
砂
地
を
め
ぐ
る
農
村
同
士
の
頻
繁
な
争
い
へ
の
封
庭
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
他
村
と
の
争
い
に
お
い

(
別
)

て
示
さ
れ
る
力
こ
そ
が
、
村
民
の
生
活
を
左
右
し
た
の
で
あ
る
。
郷
約
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
作
ら
れ
た
。
そ
の
日
的
は
有
力
戸
の
利
害
を

調
整
す
る
こ
と
、
指
導
層
に
よ
る
一
吐
舎
経
済
活
動
へ
の
介
入
・
統
制
、
資
源
の
再
配
分
を
可
能
に
す
る
拘
束
規
定
を
成
文
化
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
村
落
は
高
度
に
護
展
し
た
政
治
・
経
済
文
化
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
、
近
隣
の
同
様
の
村
落
と
の
競
合
閥
係
の
中
で
加
工
さ
れ

て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
自
生
的
な
」
「
自
立
し
た
」
も
の
で
は
な
い
。
村
落
統
合
へ
の
動
機
が
内
部
よ
り
む
し
ろ
外
部
に
あ
っ

た
こ
と
は
、
大
村
の
多
く
が
山
賊
や
海
賊
を
防
ぐ
た
め
に
濁
自
の
武
力
(
郷
兵
・
土
兵
)
を
有
し
て
い
た
事
賓
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

う
し
た
状
況
は
、
西
山
黛
が
北
部
に
侵
入
し
た
十
八
世
紀
後
竿
の
タ
イ
ビ
ン
・
ナ
ム
デ
ィ
ン
の
海
岸
地
方
の
領
主
た
ち
の
聞
に
も
見
ら
れ
た
も

(
雌
)

の
で
あ
っ
た
。
村
落
共
同
盟
が
閉
鎖
性
を
増
し
て
い
っ
た
の
は
、
十
七
世
紀
の
後
宇
に
陶
磁
器
や
絹
な
ど
の
代
表
的
な
輸
出
産
業
が
不
振
と
な

(
川
)

り
、
北
部
の
富
と
都
市
的
領
域
が
減
退
し
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

本
稿
で
は
貿
易
と
海
域
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
が
、
そ
れ
こ
そ
が
ベ
ト
ナ
ム
理
解
の
鍵
な
の
だ
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
海
か
ら
の
覗
酷
は
、

あ
く
ま
で
陸
か
ら
の
覗
貼
を
補
完
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
過
去
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
描
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
海
か
ら
の
眺
望
は
、
「
儒

数
・
村
落
・
惇
統
」
の
セ
ッ
ト
を
前
提
と
し
、
商
業
を
そ
の
封
極
に
置
く
見
解
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
園

家
の
基
礎
を
な
す
地
域
的
力
撃
が
、
国
家
の
物
語
に
覆
わ
れ
た
結
果
い
か
に
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
先
に
は
、
諸
時
代
の
エ
リ
ー
ト
の
利
害
に
あ
わ
せ
て
仕
立
て
ら
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
拘
束
服
に
過
去
を
く
る
み
込
む
の
で
な

く
、
愛
化
の
相
に
お
い
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
か
つ
複
合
的
に
過
去
を
理
解
す
る
遁
が
聞
け
て
く
る
だ
ろ
う
。
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+エ
=盲目回(

1
)
こ
う
し
た
見
方
を
韓
系
的
に
見
直
し
、
初
期
大
越
を
南
シ
ナ
海
の

交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
、

E
C
E
D
E
ω
E
B
桃
木
至
朗
、
己
2
5
2
8〔

H
p
o
ω
o
E
F
(リF
H
E

ω
。
日
叶
同
日
仏
O
H
H
O
B
F。
H
C
F
Z
F
O
H
日
子
(
リ
。
口
門
戸
弓
J

(

川、
E
hき
む
ら

H
N
H
(
呂
志
)
a
E
H
ω
品
が
あ
る
。
最
近
の
ベ
ト
ナ
ム
を
海
か
ら
見

た
す
ぐ
れ
た
も
の
に
、
。
rHH20甘
F
R
O
E
込
山
¥
叶
宮
呂
田
口
門
戸
E
O

Z
伊
丹
巳

Z
C
H
円
宮
司
山
B
H
C
H
〈

Z
E
E
H
(
E
B
吋
印

)
j
t
v
斗
ロ

g

Eと

〈
5
E日B
ω
三回目
)
0
2ロ
B
リ〈
Z
E
E
H
n
oロ
Z
H
↓
。
岡
山
印
↓
巾
(
H
F
C
E
1

2
3
H門
戸
官
官
己
ー
ロ
リ
〉
}UE-NCCN
が
あ
る
。

(
2
)
Z
c
-白
h
c
c
r巾
山
口
L
F
H
J「白
E
Y
O
L印
ゆ
岩
、
む
号
、

N13。
ミ
呂
、
句
。
。
珪
ー

語、ミ
b
a
A

号

2
2
2
2
号
じ
呂
町
二

hssh」
守
的
E
P
N
目。

出
∞
∞
。
(
下
戸
口
}
戸
山
田
問
。
耳
目
白
HM
戸口門
HHLH門己
OH5-L叫
凶

CCAF)

(
3
)

明
・
劉
誼
『
平
和
世
記
』
(
韓
振
華
『
諸
蕃
志
注
補
』
、
香
港
大
皐
出

版
紅
、
二

0
0
0
、
四
五
九
頁
所
引
に
よ
る
)

0

(
4
)
「
占
城
に
産
す
る
沈
香
は
員
蹴
に
及
ば
ず
、
員
臓
産
の
も
の
は
海

ム
岡
の
禁
制
に
及
ば
な
い
。
禁
胴
の
中
で
も
高
安
禁
母
山
の
束
嗣
の
も

の
が
天
下
に
冠
絶
し
て
い
る
」
(
明
・
周
嘉
胃
「
香
乗
』
引
『
銭
園

山
叢
談
』
)

0

『
香
来
』
は
十
七
世
紀
前
竿
の
作
で
『
四
庫
全
書
」
子

部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
(
四
庫
裏
術
叢
書
『
銭
録
外
十
五
種
』
、
上

海
古
籍
出
版
祉
、
一
九
九
一
、
三
五
六
頁
)

0

(
5
)
清
・
屈
大
均
『
慶
東
新
語
』
巻
八
「
禁
母
」
(
中
華
書
局
、
一
九

八
瓦
、
二
七
一
頁
)

0

ベ
ト
ナ
ム
北
部
、
中
部
(
嘗
時
は
チ
ャ
ン
パ
)

の
沈
香
の
産
地
を
明
一
一
小
す
る
ベ
ト
ナ
ム
史
料
は
い
ま
の
と
こ
ろ
未
見

で
あ
る
。
『
諸
蕃
志
」
は
「
交
駈
」
の
項
に
土
産
と
し
て
沈
香
を
拳

545 

」

げ
て
い
る
が
、
「
沈
香
」
の
項
で
は
、
産
地
と
し
て
員
臓
、
占
城
、

三
悌
斉
、
闇
婆
を
奉
げ
る
の
み
で
あ
る
。

(
6
)

前
掲
『
諸
蕃
志
注
補
』
四
四
三
頁
。
宋
代
、
海
南
の
香
木
は
し
ば

し
ば
牛
と
交
換
さ
れ
、
午
一
一
頭
に
つ
き
、
香
木
一
捨
(
六
十
キ
ロ
)

だ
っ
た
と
い
う
(
芯
成
大
『
桂
海
虞
衡
志
』
)

0

(
7
)
宋
・
周
去
非
『
嶺
外
代
答
』
巻
五
「
欽
州
博
易
場
」
(
一
一
八
一

年
序
撰
。
中
華
書
局
、
一
九
九
七
、
一
九
六
|
一
九
七
頁
)

0

(
8
)

「
諸
蕃
志
注
補
』
一
一
一
頁
。

(

9

)

7
向O
B
O
E
¥
d
巴
〈
Z
丹田口
L
H
F
o
ω
o
E
F
(リrH回出

ω
2
、叶岡山門日巾
u
u
w

官
HN
今
日
ま
で
バ
ク
ロ
ン
ヴ
ィ

1
島
(
ト
ン
キ
ン
湾
上
に
あ
る
。

ハ
イ
フ
ォ
ン
と
海
南
の
中
聞
に
位
置
)
に
住
む
海
南
人
枇
合
で
は
ベ

ト
ナ
ム
語
が
話
さ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
と
交
易
を
績
け
て
い
る
。
か

つ
て
ベ
ト
ナ
ム
中
部
で
活
動
し
て
い
た
海
南
人
は
、
賓
石
、
シ
ナ
モ

ン
、
燕
由
来
、
虎
皮
、
象
牙
を
遠
く
内
陸
の
ラ
オ
ス
か
ら
買
い
附
け
て

い
た
(
の
2
口
宮
¥
叶
『
呂
R
E目。

Z
臼

Z
H
O
O
H
任
命
者
向
日
目
CH

〈
は
百
山
田
J

唱。)。

(
日
)
「
明
賓
録
」
一
四
二
九
、
一
四
三
七
、
一
四
四
七
、
一
四
四
九
、

一
四
六
三
、
一
四
七
一
、
一
四
八
O
、
一
五

O
四
、
一
五
一
八
年
の

各
候
。

(日
)
T
Z口⑦

Jヘ〈
2

Y
向山口開口
H
P

，

EHNE(日2
2
E
H
同

FUHロ可
C(日ロ
2
5ロ

門目。己∞
-
E
H
E
の
2
6同トコヨ凶同
N1同
。
〈
o-
太
山
(
呂
忍
)
リ
七
日
目
。

(
ロ
)
こ
れ
ら
の
商
人
が
ベ
ル
シ
ア
、
ア
ラ
ブ
尚
人
と
ど
の
程
度
切
り
離

し
て
考
え
ら
れ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

(
日
)
崖
州
に
は
二
つ
の
蕃
坊
が
あ
っ
た
(
『
(
乾
隆
)
崖
州
志
』
巻
八
・

十

「「
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c
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B
o
r
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e
r
s
 
of 

Vietnam's 
Early 

W
a
r
t
i
m
e
 
T
r
a
d
e
 

with 
S
o
u
t
h
e
r
n
 
China: 

A
 
C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 
Perspective"

，
 

Asian Survey，
 vo
L
4
0
，

 no.6
，

 20
0
0
，

 pp.990-992.) 

C
~
)
 

総和~iE止
HIA

抑制寝転用
1:L1

封印
111

CSaigon: P
h
u

【lUOC
v
u
 k
h
a
n
h
 

d
手
c
trach v

a
n
 h
o
a
‘
1
9
7
2
，

 pp.32a-
3
2
b
)
 0

 n幽
傑
様
相

gj
網

11

「黒岩ffiio;J
C壬

桝
仰

Jl@'W
EITl1

回)。

m) 
賂
訳
書
ま

H
ト
園
恒
聖
書
日
制
緩
縦
模
』
封
印

l

0
0
0
'
 
1

 EITl1
回~)。

(
 :;
j
)
弾
三
と
と
浜
口
」
封
印
-
t
J
i剖
<
$
IJ

CモH
齢制

IJI@'-'t'
1
 1-tJ

O
回)。

(
お
)

Ian 
M
a
b
b
e
t
t
，“

B
u
d
d
h
i
s
m
 in 

C
h
a
m
p
a
"
 in 

South
悶
st

Asia 

in 
the 

9
th 

to 
1
4

th 
Centuries

，
 eds. 

D
a
v
i
d
 G. 

M
a
r
r
 a
n
d
 Mil-

ner 
(Research 

S
c
h
o
o
l
 of 

Pacific 
Studies

，
 AN

U
/
I
S
E
A
S

‘
 

S
i
n
g
a
p
o
r
e

う
1986)

，
p.293 

(g:j) 
K
e
n
n
e
t
h
 R. 

Hall
，
 Maritime 

Trade a
n
d
 State Development 

in 
Early Southeast Asia 

(Honolulu: 
University 

of 
H
a
w
a
i
i
 

Press
，

 1985)
，

 pp.320-
3
2
1
 

(c!;) 
D
a
o
D
u
y
A
n
h

ぅ
D
a
t

叩
'o
'c 
Vict N
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 q
u
a
ιac do'i U

遡
ど

Q
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ム
小
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I
国
十
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CHanoi: k
h
o
a
 h
o
c
，

 1964)
，

 p.37 

C
:53) 

M
a
r
k
 Elvin

，
 Th
e
 Pattern 

of the 
Chinese Past (Stanford 

U
.
 P.

，
 1973). 

C
 ~)
 

Victor 
L
i
e
 b
e
r
m
a
n
，

 Strange 
Parallels: 

Southeast 
Asia 

in 

Global Context ，
 c.8
0
0
-
1
8
3
0，

 vo
l. 
1: 

Integrati
ιn

 on the 
Main-

l
a
n
d
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U
.
P
.
，

 2003)
ラ
p.368

(1:::;) 
R
o
x
a
n
n
a
 
M
.
 B

r
o
w
n
，

 T
h
e
 
Ceramics 

of South-East 
Asia 

(Oxford U
.
P
.
，

 1988)
ラ
p
p
.
2
8
-
2
9
，
J
o
h
n
 S
t
e
v
e
n
s
o
n
 a
n
d
 J
o
h
n
 

(l
n!刊宇
4F

括
部
建
{
隠
，

11 

E芸十イ尚
F
手
当
(
凹
合
-
'
t
制
堅
手

~I脹
I~EIT

宰
，

1
1
0
0
1
'
 
1
 :1!i()nIIO

。
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射
口
令
固
制
工
域
信
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収
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玉
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二
い
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世
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-
1
主
己
ぺ

0
エ.，'..!

O
[<-¥J 

8
田空:!;;!:!固さ]

i雑
草
J

í従
軍
海
」

λJ
'
g
と
~
~
二
時
。
々
8
W
喜

1工
空
母
や

や
Q
件
降
下
-'W

時
J

AI
今~l'Q

O

(
ヨ
)

R
o
d
e
r
i
c
h
 P
t
a
k，“

Hainan's Position in 
M
a
r
i
t
i
m
e
 T
r
a
d
e
，

 

c.
lO

O
O
 to 

1
5
5
0
"
 in 

Geoff W
a
d
e
，

 China a
n
d
 Southeast Asia: 

Histo
η

。cal
Interactions 

(Singapore: 
N
 ational 

University 
of 

S
i
n
g
a
p
o
r
e
 Press

ラ
forthcoming)

(
~
)
 

蝶
ポ

E
羊

『
幌

靴
底

世
j

(
剛
#
'
丑
時

Jメ
ピ
迫
星
雲
飾
帯
*@rr

断
固
'

1
 -時
代
同

)11-111
回。

(;';) 
M
a
n
g
u
i
n
，

 "L'introduction'¥p.260. 

(
口
)

C
h
a
n
g
 Pin-tsun

，“
T
h
e
 F
o
r
m
a
t
i
o
n
 of 

a
 Ma
r
i
t
i
m
e
 
C
o
n
-

vention 
in 

M
i
n
n
a
n
 
(Southern 

Fujian)
，

 c.
9
0
0
-
1
2
0
0
"
 
in 

F
r
o
m
 
the 

Mediterranean 
to 

the 
China 

Sea: 
Miscellaneous 

Notes
，

 eds. 
C
l
a
u
d
e
 Guillot

，
 De
n
y
s
 L
o
m
b
a
r
d
 a
n
d
 R
o
d
e
r
i
c
h
 

P
t
a
k
 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag

，
 1998)

。
ト
"
'
-
'
0
程
県

相
(
ヨ
)
纏
判

ι
6
=r;r:;ttE

O

(;'S) 
P
t
a
k
，

 “Hainan's Position in 
M
a
r
i
t
i
m
e
 T
r
a
d
e
"
 
子ト
←

 入
。之

AI
-
J
<
者
望
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話
8
~
'
-
1
~
三
組
が
時
:
X
{
~
-
4
'
制
~
，
.

子
ト
←
λ
て
~
!
史
笹

AI

(
組
織
ω
E
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0
\J

二.，'..!ι
ó，ç--'1-'w

l'Q
o

 1
~
~
m
 
(
∞
)
 
'1-'却で

~"fJ
心
-
v
'
投
怪
岨
.
8
:

8';入
午
入
、
皐
恒
〈
さ
:
!
1
$
♂
v
モ
ト
司
〈
て
ム
十
寸

ムJ
8
.
入
小
中
川
又

E
R
i
i
E
霊
4ミ
ゃ
い
二
.
{
.
.
l
~
ぉ

F
主
ぎ
に
0
8
峠
れ
ム
1
:
"
-
-
'
0

:':!:Xミ:f，¥
i止<l

t明
J

ド
!
ト
ヤ

K
<
 AI~まわいニ.，'..!

C
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四
校

ヤ
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三
=--Ciト

ヤ
入
・

4寺
ト
ロ
ト
ふ

J)
耐
熱

sg~
CHanoi: N

h
a
 xuai 

b
a
n
 k
h
o
a
 h
o
c
 x
a
 hoi

，
 1978. v

o
L
 2

ラ
pp.60-63:

1
4
6
-
1
4
8
)
。

(g:s) 
N
g
u
y
~
n
 V

i
n
h
 P

h
u
c
 a
n
d
 T
r
a
n
 H

u
y
 B

え
D
u
'o 
'ng p

h
o
 H
a
 

Noi 
U::::¥

ャ
e

革jj:.IJ
CHanoi: 

N
h
a
 xuat 

1:ポ
n

H
a
 N
δ
1
，

 

1979)
，

 pp
.
1
3
5
-
1
3
9
，

 17
6
 

(iii) 
1100ffi

叶
ffi
ar:::
111+

ロ
e
マ

ι
十
-
4

1ト
ム

出
十

恥
入

，
tキ
ミ
ミ
的

Q
ム
1毛

ー
ι

:
1
吋
時
。

(
忠
)

Lich su' 
Viet 

N
a
m
 [r

ゼ
ι

ト
ィ
e

目
割
以
.
I
J

CHanoi: 
k
h
o
a
 

h
o
c
 x
a
 hoi

，
 19
7
1) 

C
郷
枇
『
摺
哩
l副
長
J

(
特
価
〈
日
司
王
室
:
ぜ

1
 ~-'I-1-'1-1)

1
1
1
1
1
図
。

(
お
)

長
正
面

j誼
紗

rc源
!
~
同
)
幼
虫
4
醤
同

J
a
岳
圏
)
却
と
ゆ
ト
-
j
~
様
相
哀
』

線
1*"' 

111
童
相
ml国，

1
~
同-'1-1'十イ

~
1
1
田
町

)0

(
免
)

ElFピ
F

調停
llitC

給
¥J.fu

0
{
.
!取

組
織
や
ゴ
ヨ
ロ
ギ
経
千

C
ホ
軍
司
申
込

電
ユ

¥J
，; 
~
O
 

(
~
)
 

D
6
 V

瓦n
N
i
n
h
，

 Hu
y
c
n
 aao 

V
a
n
 E

恥
u
制
組
岨
.
I
J

(
V
a
n
 

Don: U
す
b
a
n
n
h
a
n
 d
a
n
 H
u
y
~
n

， 1
9
9
7)， 

p
p
.
1
7
7
-
1
9
9
 

(
弓
)

-
1
寺
、
「
ト
入
走

C
"，

-
1ト→マ

Tト
ト
寸
¥
J
rrポ

0
i己

0
{
.
!
霊
笹
田
隠
さ
今

叶
-
Í
0
0
会

ι0==:
，
会
下
ノ
ム
入
社
入
毒
t
'
:
C
例
年
ヨ
ャ
与
J
C
惣
:
1

1"!l!:!~長F

~
吐!
と
C';:

，
>
午
入
、
皐
:
1
~
.
{
~
制
~
{
.
!
.
，
;
J

C;'.!
ムJ刊

'
I
'
，
~
♂
与
ヰ
ト
ノ
;
二
時
C

A
 S
u
n
k
 Ship at 

Hoi A
n
:
 
Treasures f

r
o
m
 the 

Hoi A
n
 H
o
a
r
d
 

(Butterfield
，

 2000)
，

 p.
X
 

(勾
M
o
m
o
k
i

ぅ
“D
a
i
Viet a

n
d
 the 

C
h
i
n
a
 S
e
a
 T
r
a
d
e
 ぺ

p
p

，2
-
3

，

(勾
K
i
s
h
i
m
o
t
o
M
i
o
 j吐*1

限
緩
'
“
T
h
e
N
 anhai trade 

a
n
d
 the 

structure 
of 

the 
Q
i
n
g
 e
c
o
n
o
m
y
 during the 

1
8
th century"

，
 

in 
J，η
ternational Association 

of Historians of Asia 1
3
 th 

Con-

G
u
y
，

 Vietnamese 
Cerami

ιs: 
A

 S.ψ
arate 

Tradit
叩
n
(
C
h
i
c
a
g
o
 

Art M
e
d
i
a
 R
e
s
o
u
r
c
e
s
，

 with A
v
e
r
y
 Press

，
 1997)

ヲ
p.54.

'J 

￡
ι
0
C
:ll詩とさ~

IT; 
.
 ElF 
C

 :5*::!ご人
P

J
.，;J:1

ι
。
「
¥
令
。
ト
{
日
経
C

Ilム
h

':'> 
m
入

Lよ
廓
怜
~
\
J
-
W
王子，

I
l
ム
"
'
，
入
町
入

C
i
己〈季五

=--C
活

令
w

l{]

Q
 いニト(l

0

Cgs) 
je

;!;i;l総監。

C
R5) 

Yoji A
o
y
a
g
i
 ~c

主主役:i9
a
n
d
 Gakuji H

a
s
e
b
e
 uJI::(

(<o
話

線
医

eds. 
C
h
a
m
p
a
 Ceramics Productioη

a
n
d
 Trade-Excavation Re-

port 
of the 

G
o
S
a
n
h
 Kiln 

Si
た
s
)
η
C
削
tral

Vietnam (Tokyo: 

T
h
e
 S
t
u
d
y
 G
r
o
u
p
 of 

G
占
S
a
n
h
Kiln Sites 

in 
Central Viet-

n
a
m
，
 T
o
k
y
o
 
University 

of 
F
o
r
e
i
g
n
 
Studi

目
、

2002)
，

pp.8-9. 
1) 
C
制
陣
必
料
品
語
以

0
エ
ド
士
主
主
主
将
目
+
1
ä
桜
~
C
I
~
ら
お
w

~
~
O
~
~

い4ig'q程
~
"
"
O

(
g
)
 
B
r
o
w
n

，
 T
h
e
 Ceramics of South-East Asi

仏
p
.2
3

(お
Vietnamese

Ceramics
，

 p.58 

(
~
)
 

H
o
 C
h
u
i
m
e
i
，
 ed. 

1
9
9
6
，
 AC

R
O
 Update (Chicago)

，
 nos. 

1
 

p.3 (Vietnamese Ceramics
，

 p.56
叫王子;;;:;El2)

C
~
)
 

Geoff 
W
a
d
e

ラ
"
O
n

the 
Possible 

C
h
a
m
 Origin 

of 
the 

Philippine 
Scripts"

，
 Journal 

of 
Southeast 

Asian 
Studies 

2
4
-
1
 (1

993)
，

 pp
.44-

8
7
 

(
お

N
g
u
y
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T
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u
'
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T
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~
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入
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H
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Q
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叫
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部
汁
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リ
中
日
宍
)
仏

-
H
N
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ー「
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L

「言、
W
N
-
R
5
2
w
日

)
N

(
仏
)
国
炉
〈
何
回
斗
向
H
Y
Z
m
5ふ
ロ
〈
山
口
開
門
戸
J
m
g
L
H
U
F日
B

Z
四
c
n
F
Cロ間リ

g
b
a
5
H
~
C
S
U
E
-た
rhH
忠
君
事
ニ
出
回
ロ
C
H
Z
E
H
E
H
Eロ

r
r
o
戸
F
C口同山

rbyHmvuω)ψ
官
官
。

N
Cふ
lNHmy

(
釘
)
前
註
書
、
一
一

O
頁
。
二
二
二
九
年
の
一
年
だ
け
で
陳
朝
の
貴
族

は
千
三
白
、
二
二
二
四
年
に
は
千
慨
も
の
悌
像
を
鋳
造
し
て
い
る
。

同
伊
〈
宮
叶
P
O
L
M門主
σ
ら
ど
円

s
h
H
同
お
話
〔
『
ベ
ト
ナ
ム
の
考
古

島
干
」
〕
ヨ
ぐ

D
-
ω
(
出向
H
H
C
H
Z
r
u
M戸的円

r
h
u
r
r
o日

r
c口
同

問

『

OH

N
C
O
N
Y
H
)
】
印
。

(
必
)
『
大
越
史
記
全
書
』
本
紀
巻
六
(
陳
刑
和
校
合
本
、
束
京
大
凶
字
東

洋
文
化
研
究
所
、
一
九
八
四
)
一
五

O
頁。

(
幻
)
禁
山
則
『
安
南
志
略
』
巻
一
(
二
二
三
三
年
序
撰
。
中
華
書
局
、
二

0
0
0、
一
九
頁
)

0

(
必
)
ク
ア
ン
ナ
ム
省
・
ト
ゥ

l
ボ
ン
河
流
域
の
ミ
l
ソ
ン
(
聖
地
)
と

チ
ャ

1
キ
ユ
ウ
(
政
治
中
枢
)
と
ホ
イ
ア
ン
(
港
市
)
、
南
部
・
ド

ン
ナ
イ
河
流
域
の
カ
ッ
テ
イ
エ
ン
遺
跡
(
一
フ
ム
ド
ン
省
の
聖
地
)
と

タ
ン
ケ
ン
遺
跡
(
ピ
エ
ン
ホ
ア
省
の
城
市
)
と
カ
ン
ゾ
1
遺
跡
(
ホ
1

チ
ミ
ン
市
に
属
す
る
港
市
)
の
関
係
が
そ
う
で
あ
る
。

(

川

叩

)
γ
~
[
D
B
D
]ロ
ω
E
H
D
a
z〉
ω}HD円円円ロ可
D(日戸口
t
cロ
ぎ
の
}gHHHH)
山
ω
門戸

L
H
2
J
E
日
常
り
ミ
ヘ
山
3
R
a
s
h
S
H
b
s
h
H
h
h
H
R
H
e
同
む
と
b
。、切
S
N
hぉ

同
3
2
2凶
器

2
H
N
L
P
H
r
E
出
身
向
。
一
楠
井
捷
朗

(H210HD
一
(
U
S
E

H
D
H
ω
D
E
F
2印
門
〉
巴
山
口

ω
E
(同
月
印
リ
同
日
、
。
門
ロ
ロ
ロ
ヨ
白
色
々
a
z
h
x
v
)
リ

唱
。
吋
。

(
印
)
私
は
一
九
九
八
年
に
、
幅
井
捷
朗
が
組
織
し
た
東
南
ア
ジ
ア
乾
燥

地
域
調
査
開
に
随
行
し
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
こ

」

の
知
見
を
得
た
。
こ
う
し
た
機
舎
を
奥
え
て
く
れ
た
一
帽
井
教
授
に
感

謝
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
示
唆
を
奥
え
て
く
れ
た
桃

木
至
朗
、
グ
エ
ン
・
テ
イ
エ
ン
・
ド
ン
の
雨
氏
に
も
謝
意
を
表
す
る
。

(
日
)
逆
に
、
ベ
ト
朝
廷
で
も
イ
ン
ド
風
の
神
・
儀
式
に
注
意
を
挽
っ
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

H
L
o
r
o
H
B
S
s
~山円、
QWN同
町
、
ミ
と
守
ケ
リ
同
)ω
印
、
吋

(
臼
)
二

O
O
四
年
五
月
に
嘗
地
を
訪
問
す
る
機
合
を
輿
え
て
く
れ
た
ベ

ト
ナ
ム
枇
倉
科
向
学
院
に
感
謝
す
る
。

(
日
)
問
。
ロ
固
め
岳
出
向
-Y
』

hb
コHN言
内
吋
3QR守
お
お
礼
匂
芯
門
町
円
)
吋
円
、
札
口
4

司君、
wNHU

3
5
ω
E
K
H
」

o
E
4
5
1
E
C
H
?

同
-
4
r
g
z
gロ
宮
門
戸
山
口
可

ω
司
H
H
H
H
3
5
h
g
s
s
h
H
h
h
N
Q
S
S
司、み
S
N
4
$
の
S
E
3
2
'
甘

H
ω
c

(
日
)
巧
E
E
C
H
O
U
E肘
-
a
r
s
z
J
Z
ω
H

(
日
)
ベ
ト
ナ
ム
の
沈
船
陶
磁
は
主
に
二
期
に
分
か
れ
る
。
二
二
七

O

一
四
二
一

O
年
頃
と
一
四
六

O
|
一
五
一

O
年
頃
で
あ
る
。

H
N
O
H
S
E

Y向
切
円
。
耳
F
E
Y向
日
開
。
山
古

U

己
主
白
骨
O
B
ω
r
H
H
)者
HO
口r
h
同円四
G
巾印
uuw

H)mHH)OH
『

OH
円}HO
君。]寸
}aro]U
，
EH印
F
n
oロ
H戸
HV刊
の
}
ロ
ロ
mwωC戸円
}HO恒三

〉
回
同
戸
コ
ヨ
〉
白
白
河
巾
印
E
R
r
-ロ回
HHEHタ

ω
E
m
向日〕
O
H
O
H
吋
同
匂
]
己
u
J

NCCω 

(
日
)
「
大
越
史
記
全
書
』
本
紀
巻
十
二
、
六
八
四
頁
。

(
日
)
十
六
世
紀
後
年
以
降
、
園
内
の
市
場
は
主
に
、
複
雑
な
形
状
の
、

粗
い
給
附
け
を
施
し
た
燭
蓋
や
香
慌
を
寺
院
に
供
給
す
る
も
の
と
な

っ
た

0
3ミ
言
語
E
ぬ
の
司
む
き
R
F
七
戸
印
品
。

(
時
)
十
七
世
紀
に
オ
ラ
ン
ダ
が
ア
ジ
ア
交
易
に
参
入
す
る
ま
で
こ
う
し

た
状
況
が
績
く
。
十
七
世
紀
に
は
、
多
く
の
粗
製
陶
磁
器
が
ト
ン
キ

ン
か
ら
輸
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
製
品
の
様
式
と
市
場
が
礎
化
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

十

「
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去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
-
J
跡
部
リ
中
日
宍
)
仏
-
H
N
E待

ー「

「

(
印

)
F
5
r
R自
己
fh円、
n

室町内ー可RHミ~rr'H)ω市山中

(
削
)
桃
木
氏
の
示
教
に
よ
る
。

(
臼
)
『
大
越
史
記
全
書
』
本
紀
巻
十
四
、
七
八
六
七
八
七
頁
。

(
臼
)
〉
ロ
吾
ロ
ロ
可
同
2
P
R町
-
c
耳
凶
山
口
ι
ω
0
0
甘
ん
凶
問
。
∞
E
H
r
o
「
ロ
ロ
四
円
。
円
H
H
H

(
リ

E
E
2
。
H
E
0
2
2
5
ロ
司
1
r
ω
0
戸

p
g印
門
〉
臼
日
，
J
E
hミ
dNq号、』

喜
一
丸
切
符
円
之
内
、
h
e
H
H
言
。
コ
a
A
¥
~
r
N
h
H
b
ミ
h
N
K
山
民
一
色
喜
一
丸
忌
句
。
~
日
2
2
内

(ω可〔山口OM刊。〉戸。門戸山口〔凶口口司HP戸市山支凶)u町一七戸印印(〕

(
臼
)
Z
O
B
o
r
r
，
メ
ω
r
c
H
H
H
E
S
(
日
ロ
ロ
C
O
ロ
ョ
リ
]
u
ご
一
〉
ロ
H
F
C
ロ
可
何
色
(
「

~
叫
。
N
h
h
b
s
h
N
h
h
ミ
ミ
円
炉
内
込
突
A
¥

〔

U
。
塁
塁
ミ
白
町
内
ヨ
〈
o
-
ω
(
Z
O
耳
同
日

J

〈巾ロ

b
F
O
ロ
門
目
。
ロ
J

へ
と
巾
口
句
二
戸
市
山
匂
(
凶
)
'
H
Y
ω
ω
印
e

(
似
)
パ

1
ン
ド
ウ
ラ
ン
ガ
で
見
つ
か
っ
た
十
一
世
紀
の
二
つ
の
ア
ラ
ピ

ア
文
字
ク
1
フ
ィ

1
健
の
碑
文
に
よ
り
外
園
尚
人
の
存
在
が
確
か
め

ら
れ
る
。
う
ち
一
つ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
代
表
し
て
チ
ャ
ム
嘗
局

と
の
折
衝
に
あ
た
る
長
の
任
命
を
記
録
し
て
い
る
。
同
)
同
2
2
g
p

己
2
5
5
ロ
ロ
3
0
ロ
回
口
白
色
宮
2
E
(
U
山
田
宮
阻
ま
'
n
~
。
ど
さ
と
へ
宮
ね
た

A
N
N
h
h
M
H
由
。
ュ
ク
円
。
目
。
N
C
ロ
D
N
(
戸
川
V
N
N
)
ム
)
司
ω
仏
叶
ω
∞
匂

(
町
山
)
そ
う
し
た
地
域
は
今
日
の
ナ
ム
デ
ィ
ン
、
ニ
ン
ピ
ン
、
ブ
ン
イ
エ

ン
の
間
に
あ
る
。
大
黄
(
ナ
ム
デ
イ
ン
の
西
、
ニ
ン
ピ
ン
の
北
)
に

つ
い
て
は
、
『
越
史
略
』
巻
二
一
(
叢
書
集
成
初
編
本
)
五
一
頁
を
、

藤
州
・
快
州
に
つ
い
て
は
六
一

l
六
三
頁
を
参
照
。
こ
れ
ら
の
位
置

に
つ
い
て
は
、
E
C
ロ
ロ
可

E
Y
忠
一
安
足
三
ω

(
侃
)
『
嶺
外
代
答
」
一
九
六
頁
。
毛
奇
齢
は
、
中
園
の
蛋
は
も
と
も
と

交
祉
出
向
だ
と
す
る
(
『
蟹
司
合
誌
』
巻
十
瓦
、
四
庫
全
書
存
目
叢

書
、
史
部
二
二
七
冊
、
六
九
八
頁
)
0

(
m
w
)
ぐ
同
叶
戸
ョ
「
h
w
H
Y
巴
P
目
、
叶
H
戸
ロ
m
H
)
}
E
d
u
口
F
Z
阻
ん
山
山
)
門
口
叶
}
ロ
ロ
}
f

549 

」

叶
o
z
m
D
口
叶
}
E
H
H
F
u
巴
F
H
H
F
叶
}
戸
国
C
U
口
m
d
u「
伽

HYでb3b門山内同せbhNhu

に
営
、
町
s
h
F
L認
与
N
h
同
r
h
〔
『
紅
、
河
デ
ル
タ
の
文
化
と
住
民
』
〕

(
同
山
口
D
H
z
r
u
M
尽
円
円
σ
h
山
口
r
r
D
山
}
H
C
口
同
山
F
o
r
-
m
x
v
H
Y
唱
。
戸
。
0

・

(
∞
∞
)
巌
従
筒
『
殊
域
周
杏
録
」
巻
六
(
一
五
七
四
年
序
刊
。
中
華
書
局
、

一
九
九
三
、
二
三
三
頁
)
。

(ω)
註
(
幻
)
参
照
。

(
同
)
「
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
六
九
、
紹
興
三
年
十
月
戊
成
係

(
『
古
代
中
越
関
係
史
資
料
選
編
』
、
北
京
、
中
圏
一
吐
舎
科
学
出
版
枇
、

一
九
八
二
、
二
四
二
二
四
三
頁
よ
り
引
用
)
0

(
九
)
「
大
越
史
記
全
書
』
本
紀
虫
色
五
、
三
四
八
頁
。

(η)

「
大
越
史
記
会
主
H
』
本
紀
を
七
、
四
四
六
頁
o
r
o
f
E
白
戸

p

旬、むwNh角川
MUQW、お~~九円F]UωGN

(
ロ
)
「
斉
束
野
語
』
巻
一
九
「
安
南
園
王
」
(
『
I
U
代
中
越
関
係
史
資
料

選
編
』
、
一
八
七
一
八
八
頁
)
0

(
九
)
『
大
越
史
記
全
書
』
本
紀
巻
五
、
三
一
一
一
頁
。

(
お
)
編
年
史
書
は
陳
朝
の
始
組
を
一
帽
建
の
出
と
す
る
が
、
初
代
の
王
陳

太
宗
は
そ
こ
か
ら
四
世
代
下
る
(
前
註
参
照
)
。

(

叩

川

)

巧

E
E
C
H
O
¥
同
-
a
r
s
z
J
Z
ω
H

(
け
)
「
陳
朝
が
地
域
交
易
や
中
岡
人
と
の
闘
係
を
背
景
に
撞
頭
し
て
き

た
と
考
え
て
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
(
中
略
)
陳
朝
は
主
族
と
の
婚

姻
を
通
じ
て
首
都
へ
の
這
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
」
(
当
F
H
E
C
戸

ε
開
-
巾
司
『
山
口
z
j
H
)
円
ω
H
)
0

(
刊
日
)
〈
ぶ
ロ
ユ
ョ
F
C
ク
ト
R
b
h
丸
、
で
-
N
h
N
ー
弓
a
w
w
N
N
b
引
を
同
m抑
制

N
h
N
b
引
を
U門
司

〔『十
J

十
五
世
紀
前
半
の
ベ
ト
ナ
ム
史
』
〕
2
8
2
Z
E
E忠

r
h
U
H
r
r
o
。
r
c
口
同
凶
r
o
r
N
O
O
N
Y
官
官

NHNlNHω
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リ
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仏
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H
N
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(
内
)
「
八
月
に
は
父
(
チ
ャ
ン
・
フ
ン
ダ
オ
)
に
、
三
月
に
は
母
(
リ

ウ
ハ
イ
ン
U

柳
杏
公
主
と
い
う
女
神
)
に
お
供
え
を
し
ろ
」
と
い
う

民
謡
が
あ
る
。

(
剖
)
『
明
太
宗
賓
録
』
巻
七
二
.
、
氷
山
栄
五
年
九
月
候
、
巻
七
二
了
同
十

月
係
、
巻
一
四
0
・
、
氷
山
楽
十
一
年
五
月
候
。

(
剖
)
『
大
越
史
記
全
書
』
本
紀
巻
一

O
、
三
五
回
頁
。

(
幻
)
博
衣
凌
『
明
清
時
代
商
人
及
尚
業
資
本
』
(
北
京
、
人
民
出
版
壮
、

一
九
五
六
)
一
九
頁
。

(
出
)
そ
の
こ
ろ
、
出
版
業
の
中
心
一
脂
建
は
斜
陽
に
向
か
っ
て
い
た
。

(
刷
出
)
葉
徳
輝
「
書
林
清
話
』
巻
七
(
謝
園
禎
「
明
代
世
曾
経
済
史
料
選

編
」
、
一
脂
建
人
民
山
版
一
吐
、
一
九
八

O
、
上
巻
三
二
七
頁
)

0

(
お
)
李
朝
「
戒
庵
老
人
漫
筆
」
巻
八
(
『
明
代
枇
命
日
経
済
史
料
選
編
」

上
中
台
、
一
二
三
三
頁
)

0

(
鉛
)
大
庭
惰
『
江
戸
時
代
円
中
秘
話
』
(
徐
世
釘
語
、
中
華
書
局
、
一

九
八
六
)
六
一
頁
〔
原
著
『
江
戸
時
代
の
日
中
秘
話
」
、
東
方
書
庖
、

一
九
八

O
、
八
五
頁
〕

0

(
釘
)
大
庭
惰
編
「
舶
載
主
回
目
』
(
関
西
大
卒
束
西
文
化
研
究
所
、
一
九

七
二
)
下
「
貨
暦
甲
戊
年
九
番
船
持
渡
小
説
三
十
部
之
拍
」

0

(
∞
∞
)
『
輩
夷
問
問
先
態
」
(
東
洋
文
庫
、
一
九
五
八
・
五
九
)
中
、
下
珊
。

(
剖
)
一
六
九
八
(
元
禄
十
一
)
年
に
長
崎
に
来
た
半
波
船
の
積
荷
一
覧

か
ら
、
こ
の
三
角
交
易
の
性
格
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
園

の
種
々
の
絹
の
他
に
、
ト
ン
キ
ン
生
糸
(
東
京
糸
)
、
絹
織
物
(
東

京
縮
、
束
京
組
)
、
大
量
の
シ
ナ
モ
ン
(
束
京
内
桂
)
な
ど
か
ら
成

っ
て
い
て
、
書
籍
六
十
箱
も
リ
ス
ト
に
あ
が
っ
て
い
る
。
大
庭
惰

『
江
戸
時
代
中
園
典
籍
流
播
日
本
之
研
究
」
(
戚
印
平
、
王
勇
、
王

」

賓
干
語
、
杭
州
大
向
学
出
版
祉
、
一
九
九
八
)
三
六
三
七
頁
〔
原
著

『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』
、
関
西
大
挙
東
西
皐

術
研
究
所
、
一
九
六
七
、
二
二
一
九
頁
〕

0

(
川
別
)
「
0
5
由
。
戸
-
z
m
r
o
p
o
ι
山
口
〔
山
口
同
ロ
タ
〔
u
b
s
h
N
S
H
b
、
h
N
H
号
、
w
N
S

hhwNHNhミ叫出町内~。NhwawNQケ。L「』向ミHb35~NN町内NVHU∞~wNGNも
(H40君

Jヘロ円}内見出ロ巴
C

自
国
白
戸
印
夕
日
匂
⑦
叶
)
叫
甘
N
H
叶

H
B
D
F
可
出
5
0
]
P
叫
J
b向

。
s
L
P
h
E
言
。
」
「
N
U
-
N
S
h
N
h
ミ
・
。
。
若
君
竜
町
内
h
H
a
丸
内
刊
に
宣
之
宮
足
立
F
h
(
u
b
N

お
お
(
出
2
r
F
可
山
口
L
F
O
切
〉
ロ
問
。
-
2
d
E
J
「
2巴
弓

D
H
の
と
に
O
H
E
山

岡

)HO出印リ戸市山匂∞)a日〕匂戸。∞戸。匂
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tonese pirates, insured the safety of Western trading vessels that plied the treaty 

ports, and promoted the concentration of previously dispersed trade into the trea

ty ports. This was then expanded to other treaty ports. As a result, by using the 

British Navy, the Qing Government was able to subdue Fujian pirates, and later 

suppress Cantonese pirates and achieve a revival of order in coastal areas. It 

appears that by using the British Navy, the Qing Government was able to firmly 

revive coastal order and incur a financial burden smaller than that which would 

have been required to co-opt Chinese pirates on its own. 

A VIEW FROM THE SEA: THE NORTHERN VIETNAMESE 

COAST IN A REGIONAL CONTEXT 

Lr Tana 

For too long Vietnam has been regarded as a land based polity amongst the 

mainland Southeast Asian countries, and as a series of autonomous villages located 

on the plain, with only simple exchanges in village markets and having little to do 

with either the mountains or the sea. This agrarian society provided the perfect 

environment for Confucianism, which melted into its soil and formed an integral 

part of Vietnam's social fabric. This article challenges the perceived inlage of "tra

ditional" Vietnam by viewing Vietnamese history from the sea, suggesting that a 

trading zone existed in the Gulf of Tongking area from the 12th to the 15th centu

ries and arguing that commerce and the mixing of peoples of this trading zone 

formed a crucial part of the foundation of the early Vietnamese states. 

This sea view allows the author to revisit the historical connections between 

Dai Viet, Champa, and Hainan Island. Scholars have presented Dai Viet as an enti

ty under Chinese influence, Champa as one sharing Indian culture, and Hainan as a 

remote backwater in the middle of nowhere. Although located next to each other 

physically, the three have been seen as isolated localities that shared little, 

whether culturally or economically. Recent scholarship of the last few decades and 

the historical evidence this article tries to draw together, suggest a much more in

tegrated region than previously perceived. Such a sea view also reveals a differ

ent map of ethnicity around the Gulf of Tongking area, in which the non-Viet, the 

Chams and the Chinese, all played an inlportant part in making its history and 

added vitality to this region. These traces were eradicated both by tide and time, 

and by the prejudices of later Confucian historians, whose skepticism towards 
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trade coloured Vietnamese historiography. Muslim connections would have suf

fered the most from this cleansing, in the construction of a national story. This 

Muslim connection was however the lifeline of porcelain production, Dai Viet's 

leading export industry of the 14th and 15th centuries. Le Thanh Tong's 1471 

attack on Champa destroyed the key link between Dai Viet and the Archipelagic 

and Middle Eastern Muslim markets, which Cham merchants used to serve, and 

thus directly caused the decline of Dai Viet's ceramic production and its main port, 

Van Don. Another episode this article examines briefly is the 17th century triangu

lar trade between Nagasaki, Ningpo and PM Hi€'n, highlighted by the book trade. 

It argues that Confucian learning, which formed the ideological foundation of Viet

namese statecraft and political culture, was in fact heavily subsidised by commerce 

in other merchandise. 
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