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は

じ

め

一
八
四
二
年
七
月
二
十
四
日
、
南
京
候
約
の
締
結
に
よ
り
、

ア
ヘ
ン
戦
争
は
終
結
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
戦
火
の
最
中
、
南
シ
ナ
海
沿
海
地

域
で
は
、
一
唱
建
・
慶
東
人
を
中
心
と
す
る
海
賊
が
勃
興
し
、
南
京
候
約
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
開
港
場
交
易
に
封
す
る
大
き
な
脅
威
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
開
港
後
の
海
賊
に
封
す
る
研
究
者
の
闘
心
は
乏
し
く
、
そ
の
研
究
も
明
末
清
初
期
(
後
期
倭
冠
・
鄭
氏
)
や
嘉
慶
の
海
冠
と
比

較
し
て
極
め
て
少
な
い
。
首
該
期
に
お
け
る
海
賊
問
題
に
つ
い
て
の
最
初
の
本
格
的
研
究
は
フ
オ
ツ
ク
ス
の
研
究
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に

(
l
)
 

よ
る
海
賊
鎮
匪
活
動
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
が
開
港
直
後
を
扱
っ
た
古
典
的
名
著
の
中
で
、
開
港
後
に
お
け
る
沿
海

(
2
)
 

部
の
混
乱
の
事
例
と
し
て
寧
波
を
中
心
と
す
る
海
賊
を
詳
細
に
取
り
上
げ
た
ほ
か
、
概
読
書
な
ど
で
一
部
品
富
該
期
に
ふ
れ
る
研
究
は
あ
る
も
の

(
3
)
 

の
、
正
面
か
ら
海
賊
問
題
を
取
り
上
げ
た
専
論
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
首
該
期
の
沿
海
部
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
ア
ロ

1
戦
争
に
至
る
中

英
関
係
を
中
心
と
す
る
政
治
外
交
史
の
中
で
議
論
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
の
か
か
え
る
問
題
と
し
て
は
、
明
清
史
(
前
近
代
史
)
と
、
近
代
史
の
断
絶
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
全
て
の
研
究
が
、
開
港
直
前

の
沿
海
の
状
況
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
、
開
港
後
の
海
賊
の
歴
史
的
位
置
づ
け
が
で
き
ず
、
首
該
期
の
饗
動
の
意
義
も
明
ら
か
で
な
い
。

ま
た
、
首
該
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
活
動
に
つ
い
て
も
、
外
交
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
「
イ
ギ
リ
ス
」
釘
「
中
園
」
と
い
う
枠
組
み

を
前
提
と
し
た
「
砲
艦
政
策
」
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
他
の
側
面
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

史
料
の
面
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
ま
た
は
清
朝
中
央
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
の
史
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
く
、
覗
貼
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
首
該
期
の
史
料
の
記
述
が
断
片
的
で
あ
る
た
め
、
海
賊
活
動
の
全
瞳
的
な
饗
動
を
把
握
で
き
な
い
傾
向
に
あ
る
。

以
上
の
問
題
を
考
慮
し
て
、
本
論
で
は
研
究
の
大
幅
な
空
白
を
補
う
と
と
も
に
、
沿
海
の
長
期
的
な
悟
史
の
中
に
一
九
世
紀
中
葉
の
海
賊
を

位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
す
。
具
瞳
的
に
は
第
一
章
で
は
ア
ヘ
ン
貿
易
か
ら
ア
ヘ
ン
戦
争
を
経
て
一
九
世
紀
中
葉
の
海
賊
に
至
る
過
程
を
解
明

し
、
第
二
章
で
は
海
賊
に
封
す
る
清
朝
と
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
封
麿
と
そ
の
影
響
、
第
三
章
で
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
よ
る
掃
討
開
始
後
の
幅
建
人
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(
4
)
 

海
賊
と
康
東
人
海
賊
の
状
況
の
相
達
、
第
四
章
で
は
清
朝
地
方
官
僚
と
イ
ギ
リ
ス
領
事
・
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
よ
る
地
域
的
な
秩
序
回
復
へ
の
試

み
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

封
象
地
域
と
し
て
は
、
一
惟
史
的
に
中
園
沿
海
の
海
賊
活
動
の
中
心
で
あ
り
、
か
つ
先
行
研
究
が
ほ
と
ん
ど
扱
っ
て
い
な
い
一
帽
建
南
部
(
閑

(
5
)
 

南
)
を
取
り
上
げ
る
。
史
料
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
や
イ
ギ
リ
ス
海
軍
省
丈
書
な
ど
の
英
文
史
料
を
中
心
と
し
、
清
朝
側
棺
案
な
ど
の

漢
文
史
料
を
併
用
す
る
。信

用
一
士
早

ア
ヘ
ン
戦
争
と
海
賊
の
勃
興

r-¥ 

一
¥ー/

清
朝
の
沿
海
支
配
の
動
揺
と
ア
ヘ
ン
戦
争

本
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
清
朝
統
治
下
の
沿
海
秩
序
に
つ
い
て
筒
車
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
清
朝
の
統
治
に
お
け
る
沿
海
秩
序
の
中
心

は
貿
易
管
理
と
治
安
維
持
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
六
八
三
年
に
蓋
湾
に
擦
る
鄭
氏
が
降
伏
し
た
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
責
現
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

鄭
氏
が
降
伏
す
る
と
、
清
朝
は
海
禁
を
解
除
す
る
と
同
時
に
、
貿
易
管
理
の
た
め
に
東
南
沿
海
諸
省
に
海
闘
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
海
闘
で

(
6
)
 

は
牙
行
が
貿
易
管
理
と
徴
税
を
請
け
負
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
封
東
南
ア
ジ
ア
貿
易
・
蓋
湾
貿
易
は
慶
門
、
封
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
貿
易

は
慶
州
と
い
う
形
で
特
定
の
貿
易
港
に
貿
易
を
集
中
し
、

一
定
程
度
の
闘
税
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。

一
方
、
治
安
の
側
面
を
み
る
と
、
鄭
氏
の
よ
う
な
反
清
武
装
集
圏
は
消
滅
し
た
も
の
の
、
沿
海
部
に
お
い
て
は
恒
常
的
な
海
賊
活
動
が
一
帽
建

(
7
)
 

人
、
債
東
人
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
間
接
的
に
清
朝
水
師
の
治
安
維
持
活
動
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
清
朝
の
目
指
す
沿
海
に
お
け
る
貿
易
管
理
と
治
安
維
持
は
、

一
定
の
税
を
確
保
し
、
沿
海
で
清
朝
支
配
を
脅
か
す
勢
力
を

493 

設
生
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
他
の
面
に
つ
い
て
は
ゆ
る
や
か
な
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
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d 

f 

b 

口

地国:華南沿海地域

」

十

」
の
清
朝
の
秩
序
の
治
安
面
に
お
け
る
崩
壊
の
端
緒
が
、

0200  400 600 8OOk皿

出典 詔其庫裏主編『中園照史地園集j(中園地園出版枇， 1987)， 5 -6頁。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ベ
ト
ナ
ム
か
ら

所
江
沿
海
に
至
る
海
域
に
お
い
て
護
生
し
た
嘉
慶
の
海
冠
で

あ
る
。
清
朝
は
招
撫
政
策
に
よ
っ
て
海
賊
を
水
師
に
取
り
込

む
こ
と
に
よ
り
、
か
ろ
う
じ
て
こ
れ
を
抑
え
込
む
こ
と
に
成

(
8
)
 

功
し
た
。

貿
易
の
面
で
は
、
閤
南
の
小
港
へ
の
貿
易
の
分
散
化
に
よ

っ
て
一
九
世
紀
初
頭
に
は
慶
門
に
お
け
る
貿
易
管
理
盟
制
が

崩
壊
し
て
い
た
。
さ
ら
に
嘉
慶
海
冠
の
沈
静
化
と
同
時
期
に
、

南
シ
ナ
海
沿
海
部
で
は
一
帽
建
・
属
束
沿
海
民
に
よ
る
ア
ヘ
ン

貿
易
が
掻
大
し
、
東
南
沿
海
の
小
港
に
掻
大
し
た
。
こ
れ
に

封
し
て
清
朝
は
牙
行
を
通
じ
た
ア
ヘ
ン
取
り
締
ま
り
を
試
み

た
が
、
そ
れ
は
牙
行
を
介
さ
な
い
零
細
化
し
た
取
引
を
増
大

さ
せ
、
結
果
と
し
て
一
層
の
貿
易
の
分
散
化
と
小
港
に
お
け

る
貿
易
の
擦
大
を
招
き
、
清
朝
の
貿
易
管
理
睦
制
の
崩
壊
に

(
9
)
 

至
っ
た
。
中
国
人
の
貿
易
を
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
清

朝
は
林
則
徐
を
慶
州
に
汲
遣
し
、
彼
が
外
国
人
商
人
所
有
の

ア
ヘ
ン
を
浸
牧
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
ア
ヘ
ン
戦
争
が
勃

設
す
る
。
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ア
ヘ
ン
戟
争
は
清
朝
の
一
方
的
な
敗
北
が
績
い
た
が
、
そ
の
中
で
沿
海
の
大
官
達
は
敗
戦
の
責
任
を
「
漢
好
」
に
轄
嫁
し
た
。
そ
の
結
果
、

漢
好
と
さ
れ
た
人
々
、
す
な
わ
ち
幅
建
・
属
東
沿
海
民
に
封
す
る
針
策
が
講
じ
ら
れ
、
園
練
の
編
成
や
港
湾
封
鎖
(
封
港
)
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
れ
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
沿
海
で
は
海
賊
の
活
動
が
活
性
化
し
つ
つ
あ
り
、
清
朝
は
、
貿
易
管
理
も
治
安
維
持
も
で
き
な
く
な
っ
て

(
日
)

い
た
。
こ
こ
に
、
清
朝
の
下
で
の
沿
海
秩
序
は
完
全
に
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。

〆F 、¥

¥、d ノ

開
港
と
海
賊
の
勃
興

ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
五
港
が
開
港
す
る
中
で
、
沿
海
部
で
勃
興
し
た
海
賊
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
幅
建
海
域
に
お
け
る
海
賊
の
構
成
を

概
観
し
た
う
え
で
、
首
該
期
に
お
け
る
海
賊
琵
生
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
海
賊
の
構
成
員
で
あ
る
が
、
関
所
総
督
劉
韻
珂
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

思
う
に
一
噛
建
省
の
淳
州
・
泉
州
な
ど
の
府
は
沿
海
に
位
置
し
、
風
俗
は
凶
暴
で
頑
迷
な
こ
と
を
た
っ
と
び
、
そ
の
な
か
で
無
業
の
ゃ
か
ら

は
往
々
に
し
て
海
に
出
て
盗
賊
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
泉
州
府
馬
巷
膳
所
属
の
陳
頭
、
柏
頭
な
ど
の
郷
は
、
と
り
わ
け
盗
賊
の
集
結
場
所

と
な
っ
て
い
ま
す
。
嘗
該
の
匪
徒
は
い
つ
も
春
夏
の
愛
わ
り
日
に
な
る
と
、
往
々
に
し
て
魚
を
捕
る
と
い
う
名
目
で
無
頼
を
集
め
て
、
船

舶
と
武
器
を
と
と
の
え
、
分
か
れ
て
一
拍
建
・
湖
江
の
各
洋
に
お
も
む
き
、

しミ

た

ほ子
と=
ん」

ろ
ど

で
習帥
慣 2E
E Z 
T'::-1:Y 
r ぃ
" 九J-、

てコ
糸

て】
ぃ r

7 、
ま す
すEE

お
の
お
の
融

か
に
巣
窟
に
蹄
り
ま
す
。
(
こ
う
し
た
こ
と
は
)
久
し
く
受
け
継
が
れ
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
、
閑
南
沿
海
の
漁
民
が
季
節
的
に
海
賊
行
矯
を
働
く
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

495 

一
帽
建
水
師
提
督
賓
辰
彪
も
、
湾
州
、
泉
州
、
興
化
府
な
ど
の
沿
海
居
民
は
お
お
む
ね
漁
業
を
職
業
と
し
て
い
て
、
利
益
を
得
て
い
れ
ば
み
な

(ロ)

良
民
で
あ
る
が
、
利
誌
を
失
え
ば
盗
賊
に
な
る
と
し
て
お
り
、
不
漁
の
際
に
漁
民
が
海
賊
化
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
耐
建
水
師
提
督

(
日
)

鄭
高
鮮
は
利
議
の
あ
が
ら
な
い
漁
民
に
加
え
、
失
業
し
た
水
手
も
盗
賊
に
な
る
と
み
な
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
漁
民
・
船
員
な
ど
の
低
い
階

(
凶
)

層
に
属
す
る
沿
海
民
遣
が
海
賊
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
構
成
は
や
は
り
漁
民
・
船
員
が
中
心
で
あ
っ
た
嘉
慶
海
冠
と
同
様
で

十
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(
日
)

あ
り
、
開
港
前
の
ア
ヘ
ン
貿
易
に
積
極
的
に
参
加
し
、

(
日
)

な
る
。

か
つ
ア
ヘ
ン
戦
争
中
に
漢
好
と
み
な
さ
れ
て
取
り
締
ま
り
封
象
に
な
っ
た
人
々
と
も
重

一
八
四
七
年
七
月
一
日
に
幅
建
沿
海
で
逮
捕
さ
れ
た
海
賊
の
籍
貫
が
一
帽
建
の
岡
安
、
馬
巷
(
柏
頭
)
、

耳
目
江
、
南
安
、
一
幅
清
、
恵
安
、
麿
東
の
嘉
庭
州
に
及
ん
で
い
た
よ
う
に
、
闘
南
を
中
心
と
し
た
一
帽
建
人
と
麿
東
人
か
ら
な
る
集
圏
が
海
賊
を
形

海
賊
の
出
身
地
を
み
る
と
、
例
え
ば
、

成
し
て
い
た
。
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
海
賊
集
圏
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
、

ア
メ
リ
カ
人
な
ど
の
欧
米
人
も
参
加
し
て
お
り
、

一
帽
建
・
慶
一
束
人
お
よ
び
欧
米
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
多
様
な
集
圏
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
欧
米
人
の
参
/
加
は
、

ア
ヘ
ン
貿
易
以

来
の
一
噛
建
・
貴
東
人
と
欧
米
人
の
闘
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
る
海
賊
が
首
該
期
に
勃
興
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
貿
易
の
捨
い
手
の

同
捜
動
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
従
来
一
踊
建
・
唐
束
人
が
捨
っ
て
き
た
中
園
沿
海
貿
易
に
、
上
海
以
南
に
限
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
欧
米
船
が
参

(
日
目
)

入
し
、
中
国
|
東
南
ア
ジ
ア
航
路
に
お
い
て
も
欧
米
船
の
役
割
が
増
大
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
加
え
、
開
港
首
初
貿
易
量

が
掻
大
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
帽
建
・
麿
東
船
の
役
割
は
相
針
的
に
低
下
し
、
失
業
し
た
船
員
が
海
賊
活
動
を
行
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
貿
易
形
態
の
愛
化
で
あ
ろ
う
。

一
八
四
四
年
三
月
二
十
六
日
、
間
斯
総
督
劉
韻
珂
は
慶
門
附
近
の
密

輸
に
闘
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
。

該
司
(
布
政
使
)
の
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
何
層
郷
、
卓
崎
、
深
鵜
な
ど
の
場
所
は
み
な
慶
門
港
の
外
に
あ
り
、
水
陸
に
通
じ

て
い
て
、
以
前
内
地
の
商
船
が
商
品
を
販
貰
に
慶
門
に
赴
い
た
と
き
、
各
首
該
の
場
所
は
た
ま
に
結
託
し
て
密
輸
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
何
層
郷
は
人
口
・
戸
数
が
多
く
、
民
情
も
粗
野
で
、
卓
崎
な
ど
の
所
と
比
べ
て
も
っ
と
も
甚
だ
し
い
で
す
。
夷
人
(
外

園
人
)
が
慶
門
に
来
て
通
商
し
始
め
て
か
ら
、
該
郷
の
好
民
は
商
責
に
な
る
と
考
え
、
た
だ
ち
に
ひ
そ
か
に
牙
行
(
仲
買
商
)
を
開
設
し
、

船
隻
を
購
入
・
建
造
し
て
、
夷
船
(
外
岡
船
)
と
結
託
し
て
慶
門
港
外
で
荷
下
ろ
し
を
し
て
密
輸
す
る
こ
と
を
も
く
ろ
み
ま
し
た
。
開
港

し
て
ま
も
な
く
、
各
夷
船
は
み
な
(
慶
門
に
)
直
接
入
港
し
、
該
郷
の
好
民
は
い
ま
だ
に
各
夷
人
と
結
託
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
だ
密
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(

刊

日

)

輪
も
あ
り
ま
せ
ん
。

(
初
)

劉
韻
珂
の
上
奏
と
は
異
な
り
、
賓
際
に
は
開
港
場
周
遣
で
は
「
密
輸
」
が
横
行
し
て
い
た
が
、
貿
易
が
開
港
場
な
い
し
そ
の
附
近
に
お
け
る

「
密
輸
」
に
集
中
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
初
頭
以
来
、
度
門
な
ど
の
主
要
港
に
代
わ
っ
て
貿
易
量
を
増
や
し
、

ア
ヘ
ン

戦
争
直
前
期
に
は
ア
ヘ
ン
貿
易
が
盛
ん
で
あ
っ
た
小
港
の
機
能
を
低
下
さ
せ
た
。
と
り
わ
け
開
港
場
か
ら
離
れ
た
位
置
に
あ
り
、
欧
米
船
の

「
密
輸
」
に
も
参
加
で
き
な
く
な
っ
た
小
港
の
打
撃
は
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
の
よ
う
に
貿
易
の
利
益
を
享
受
で
き
な
く
な

っ
た
沿
海
の
住
民
が
海
賊
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
海
賊
の
構
成
員
は
如
上
の
よ
う
に
ア
ヘ
ン
貿
易
従
事
者
と
共
通
す
る

漁
民
や
船
員
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
海
賊
の
艦
隊
が
し
ば
し
ば
小
規
模
な
港
湾
に
展
開
し
た
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
に
よ
る
捜
索
の
眼
を
逃
れ

る
の
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
小
港
こ
そ
が
彼
ら
の
根
擦
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

信
市
二
土
早

海
賊
へ
の
封
麿
|
|
清
朝
と
イ
ギ
リ
ス
海
軍

( 

ー
¥、J

清

朝

の

針

鷹

首
該
期
に
お
け
る
海
賊
に
封
す
る
清
朝
の
封
策
で
あ
る
が
、
清
朝
中
央
と
し
て
は
ア
ヘ
ン
貿
易
針
策
や
ア
ヘ
ン
戦
争
時
の
よ
う
な
沿
海
部
全

域
に
封
す
る
明
確
な
封
麿
は
な
い
。
一
方
、
各
省
に
お
い
て
は
水
師
に
よ
る
掃
討
や
招
撫
に
加
え
、

(

幻

)

(

出

)

上
奏
し
て
い
る
よ
う
に
、
保
甲
の
編
査
、
園
練
の
編
成
な
ど
の
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
二
者
は
ア
ヘ
ン
貿
易
封
策
や
ア
へ
ン

一
八
五
二
年
二
月
に
関
所
総
督
季
芝
昌
が

戦
争
で
の
漢
好
針
策
と
同
様
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
数
果
は
疑
問
で
あ
る
。

(
お
)

そ
れ
で
は
、
首
時
、
水
師
に
よ
る
海
賊
掃
討
は
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
清
朝
水
師
の
中
で
も
最
大
の
規
模
を
も
ち
、
海
賊
掃
討
に
あ

た
る
べ
き
一
噛
建
水
師
の
開
港
時
の
朕
況
を
み
て
み
た
い
。

497 

ア
ヘ
ン
戦
争
に
お
け
る
慶
門
陥
落
(
一
八
四
一
年
八
月
二
卜
六
日
)
の
後
に
汀
津
龍
道
と
し
て
湾
州
に
赴
任
し
た
張
集
馨
は
次
の
よ
う
に
述
べ
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て
い
る
。淳

州
府
城
外
に
軍
功
廠
(
造
船
所
)
が
あ
り
、
毎
月
這
古
室
を
汲
遣
し
て
監
督
し
て
戟
船
一
隻
を
建
造
さ
せ
、
海
上
を
パ
ト
ロ
ー
ル
し
て

(
海
賊
な
ど
を
)
逮
捕
す
る
の
に
用
い
る
と
し
て
い
る
。
賓
際
に
は
、
水
師
が
戟
船
を
受
領
す
る
と
、
商
買
が
商
品
を
販
責
し
て
米
を
運

搬
す
る
の
に
賃
貸
し
た
り
、
あ
る
い
は
蓋
湾
を
往
来
す
る
役
人
に
賃
貸
し
、
た
ま
た
ま
海
上
に
出
て
も
、
ま
た
海
漬
に
碇
を
降
ろ
し
て
い

る
の
み
で
あ
り
、

い
ま
だ
か
つ
て
洋
盗
多
数
を
逮
捕
し
た
こ
と
は
な
い
。
洋
盗
と
水
師
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
父
が
洋
盗
で

あ
り
、
そ
の
子
が
水
師
で
あ
る
こ
と
は
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
る
。
水
師
の
兵
丁
は
仕
事
を
し
く
じ
っ
て
解
雇
さ
れ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
洋
、
盗

と
な
り
、
水
師
告
で
水
師
の
兵
丁
を
招
募
す
れ
ば
、
洋
盗
が
た
だ
ち
に
や
っ
て
来
て
入
隊
す
る
。
ま
こ
と
に
海
岸
線
や
潮
の
拭
況
を
熟
知

(
江
)

し
た
者
で
な
け
れ
ば
補
充
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
一
噛
建
水
師
が
商
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
業
に
し
て
海
賊
を
鎮
匪
せ
ず
、
そ
も
そ
も
水
師
と
海
賊
が
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
そ
の
う
え
、
一
帽
建
水
師
提
督
責
辰
彪
そ
の
人
が
海
賊
あ
が
り
で
あ
り
、
近
頃
は
も
う
ろ
く
し
、
慶
門
陥
落
の
際
に
は
な
り
ふ
り
構

(
お
)

わ
ず
同
安
に
逃
亡
し
た
と
い
う
。

ま
た
、

一
八
四
一
年
十
月
、
イ
ギ
リ
ス
軍
が
斯
江
の
定
海
・
鎮
海
を
陥
落
さ
せ
た
後
に
寧
波
の
救
援
を
命
じ
ら
れ
た
闘
斯
総
督
顔
伯
烹
が
上

奏
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

一
帽
建
全
省
の
海
港
で
一
、
一
一
に
重
要
な
も
の
は
六
、
七
十
カ
所
以
上
で
、

い
た
る
と
こ
ろ
兵
の
防
守
が
必
要
で
あ
り
ま
す
が
、
本
省
の
兵

員
数
は
多
く
な
く
、
陸
路
は
分
抵
す
る
に
は
足
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
多
く
は
郷
勇
を
徴
募
し
て
加
勢
と
し
、
水
路
は
哨
船
が
盗
賊
を
攻
撃

す
る
こ
と
が
可
能
な
の
み
で
、
夷
船
(
イ
ギ
リ
ス
艦
)
の
砲
火
に
は
と
う
て
い
釘
抗
で
き
ま
せ
ん
。
臣
が
建
造
し
た
船
舶
四
十
鈴
隻
は
、

逆
夷
(
イ
ギ
リ
ス
軍
)
が
慶
門
に
聞
入
し
た
後
に
、
こ
と
ご
と
く
焼
か
れ
、
大
小
の
各
大
砲
も
海
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
、

(
お
)

砲
が
と
も
に
な
く
、
水
師
も
ま
た
(
寧
波
に
)
赴
く
の
は
困
難
で
す
。

い
ま
や
船
や
大

と
あ
る
。
元
来
各
港
へ
の
配
備
に
は
不
足
し
、
治
安
維
持
が
中
心
で
封
外
戦
争
に
は
遁
さ
な
か
っ
た
幅
建
水
師
が
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
慶
門
占
領
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の
際
に
大
損
害
を
、
つ
け
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
後
も
水
師
の
補
充
は
進
ま
ず
、

(
幻
)

は
十
一
隻
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

一
八
五

O
年
に
至
っ
て
も
、
水
師
の
船
隻
で
(
署
員
働
可
能
な
の

一
八
四
七
年
七
月
の
駐
慶
門
英
領
事
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
帽
建
人
海
賊
林
次
は
こ
こ
一
一
一
年
間

(
お
)

に
数
回
に
わ
た
っ
て
一
帽
建
水
師
提
督
(
賓
反
彪
)
に
挑
戦
賦
を
迭
り
、
提
督
座
乗
の
船
舶
を
自
ら
攻
撃
し
て
お
り
、
水
師
の
権
威
は
地
に
墜
ち

首
然
、
水
師
と
海
賊
の
力
闘
係
は
逆
轄
し
た
。

て
い
た
と
い
え
よ
、
っ
。

ま
た
、
虞
束
の
海
賊
張
十
五
は
一
噛
建
・
湖
江
沿
岸
の
略
奪
、
破
壊
を
差
し
控
え
る
代
わ
り
に
欽
差
大
臣
徐
貴
緒
に
針
し
て
二
十
寓
雨
を
要
求

(
却
)

し
た
。
張
十
五
の
海
賊
に
封
し
て
は
慶
門
の
武
官
も
住
民
も
恐
怖
を
抱
い
て
お
り
、
も
し
出
現
す
れ
ば
ア
ヘ
ン
戦
争
時
と
同
様
に
城
内
に
避
難

(
初
)

す
る
と
み
ら
れ
て
い
た
。
事
賓
、
張
十
五
に
限
ら
ず
海
賊
が
慶
門
周
遣
の
村
落
は
も
ち
ろ
ん
、
慶
門
の
城
壁
の
す
ぐ
外
側
で
活
動
し
て
お
り
、

(
出
)

海
賊
の
危
険
は
極
め
て
身
近
で
あ
っ
た
が
、
水
師
は
そ
れ
す
ら
抑
制
で
き
な
か
っ
た
。

水
師
と
海
賊
が
戦
闘
を
交
え
た
場
合
で
も
、
水
師
が
敗
北
す
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
領
事
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
九
年
に
水

(

幻

)

(

お

)

師
は
海
賊
に
斯
江
の
漁
山
で
敗
北
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
八
五
二
年
九
月
に
は
閑
安
替
に
所
属
す
る
水
師
の
哨
船
が
竿
塘
附
近
で
慶
艇
の
船
隊

(

川

崎

)

に
敗
北
し
て
大
砲
や
銃
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
水
師
の
賓
力
に
よ
る
海
賊
掃
討
は
困
難
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
招
撫
策
が
重
要
と
な
り
、
海
賊
の
水
師
へ
の
編
入
が
試
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
問
所
総
督
劉
韻
珂
は
降
伏
し
た
一
拍
建
籍
の
海
賊
を

一
帽
建
・
漸
江
の
水
師
に
編
入
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
が
、

一
八
四
七
年
一
月
七
日
の
上
誌
で
は
、
弊
害
が
多
い
こ
と
か
ら
水
師
編
入
は
却

下
さ
れ
、
嘉
慶
十
八
年
(
一
八
二
二
)
の
事
例
に
な
ら
い
一
帽
建
・
揃
江
か
ら
離
れ
た
遠
方
の
諸
省
の
各
告
に
編
入
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
同
年
五
月
一
日
、
間
湖
総
督
劉
韻
珂
は
水
師
編
入
の
有
放
性
を
説
い
て
再
び
一
帽
建
・
術
江
水
師
へ
の
編
入
を
強
く
要
請
す
る
上
奏
を
行

(

お

)

(

訪

)

ぃ
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
海
賊
の
蹄
順
が
現
地
に
お
け
る
水
師
編
入
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
嘉
慶
海

499 

冠
時
と
比
較
し
て
清
朝
側
の
立
場
の
弱
盟
化
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
後
述
の
虞
艇
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
清
朝
水
師
の
賓
力

が
な
い
以
上
、
招
撫
策
が
海
賊
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
機
能
し
た
可
能
性
は
低
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
清
朝
水
師
を
中
心
と
し
た
沿
海
の
治
安
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回
復
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

/ーヘ

ー
¥ー/

イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
登
場

(
訂
)

こ
こ
に
登
場
す
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
海
軍
で
あ
る
。
す
で
に
ア
ヘ
ン
戦
争
中
か
ら
イ
ギ
リ
ス
海
軍
は
海
賊
掃
討
を
行
っ
て
い
た
が
、
開
港
嘗
初

一
八
四
五
年
三
月
八
日
に
は
、
明
確
な
根
擦
な
し
に
い
か
な
る
中
園
船
に
干
渉
す
る
こ
と
も
禁

(
お
)

止
さ
れ
た
。
そ
の
原
因
は
、
海
賊
と
商
船
・
漁
船
の
識
別
が
困
難
な
こ
と
に
あ
っ
た
。
海
賊
船
は
多
く
が
商
船
を
係
装
し
て
お
り
、
清
朝
水
師

(

刊

日

)

も
識
別
が
困
難
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
は
一
層
識
別
が
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

に
お
け
る
海
賊
掃
討
活
動
は
活
費
で
は
な
く
、

イ
ギ
リ
ス
海
軍
が
こ
う
し
た
不
介
入
政
策
を
轄
換
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
海
賊
の
外
国
船
貿
易
襲
撃
、
と
り
わ
け
ア
ヘ
ン
貿
易
へ
の
攻

ア
ヘ
ン
貿
易
は
中
国
側
の
歎
認
を
受
け
、
開
港
場
の
港
外
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
慶
門
附
、
近
で
は
、
泉

(

叩

)

(

引

)

州
湾
、
深
温
湾
、
南
填
な
ど
で
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ア
ヘ
ン
貿
易
に
封
す
る
襲
撃
は
沿
海
部
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ

撃
で
あ
っ
た
。
開
港
後
、

は
開
港
後
に
ア
ヘ
ン
貿
易
に
参
加
で
き
な
く
な
っ
た
沿
海
民
達
が
、
外
固
船
に
よ
る
ア
ヘ
ン
貿
易
を
襲
撃
し
て
、
貿
易
の
利
潤
奪
回
を
企
園
し

た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
八
四
七
年
、
そ
う
し
た
ア
ヘ
ン
貿
易
襲
撃
事
件
の
中
で
も
最
悪
の
事
件
が
護
生
す
る
。
二
月
七
日
、
深
温
湾
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
貿
易
を
行

っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
商
枇
所
有
の
ス
ク
ー
ナ
ー
の
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン

(
Pヨ
ロ
芝
と
オ
メ
ガ

(
O長
官
)
が
由
民
東
人
海
賊
(
襖
門
の
漁
船
)
の
襲
撃

を
受
け
、
積
み
荷
の
ア
ヘ
ン
が
奪
わ
れ
、
船
員
三
十
人
以
上
が
殺
害
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
の
結
果
、
慶
門
港
附
近
に
ア
ヘ
ン
貿
易
が
移
動
す
る

(
位
)

こ
と
に
な
る
。

こ
の
深
温
湾
事
件
に
闘
輿
し
た
と
み
ら
れ
る
換
門
の
漁
船
は
雨
康
総
督
か
ら
海
賊
捕
獲
を
命
じ
ら
れ
た
官
僚
の
指
揮
下
に
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス

(
必
)

領
事
は
慶
門
の
武
官
は
手
出
し
が
で
き
な
い
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
側
は
白
固
の
軍
艦
を
用
い
て
慶
門
近
郊
に
お
け
る
海
賊
掃

討
を
開
始
し
た
。

十

「

80 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
リ
中
日
宍
)
仏

-
H
N
E待

ー「

一
八
四
七
年
三
月
十
一
、
十
五
、
十
七
日
に
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
ス
ル
ー
プ
型
艦
ス
カ
ウ
ト
(
与
SH)
は
海
賊
掃
討
を
賓
施
し
、
三
隻
の
海

賊
船
を
金
一

4

捕
し
、

八
十
九
名
を
捕
ら
え
た
。
捕
虜
の
う
ち
八
十
六
名
は
慶
門
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
領
事
と
清
朝
地
方
官
僚

の
審
聞
を
経
た
う
え
で
清
朝
側
に
引
き
渡
さ
れ
、
約
八
十
名
が
斬
首
を
宣
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
解
放
し
た
船
舶
と
積
み
荷
の
代
金
は
報
奨
金
と

し
て
イ
ギ
リ
ス
艦
艦
長
に
支
梯
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
海
賊
掃
討
は
慶
門
の
商
民
の
歓
迎
を
受
け
て
お
り
、
駐
度
門
イ
ギ
リ
ス
領
事
レ
イ
ト
ン

(
叶
国
戸
田
可
門
O

ロ
)
は
、

慶
門
の
商
人
と
市
民
は
我
々
の
海
賊
に
封
す
る
戟
闘
の
開
始
を
喜
び
、
海
上
の
交
通
路
が
彼
ら
の
商
業
的
事
業
と
そ
の
合
法
的
な
管
み
に

(
叫
)

聞
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

(
必
)

と
述
べ
て
い
る
。
績
い
て
同
年
六
月
、
英
艦
ス
カ
ウ
ト
は
有
力
な
一
踊
建
人
海
賊
林
次
の
逮
捕
に
も
成
功
し
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
艦
艇
が
積

極
的
な
海
賊
掃
討
を
展
開
し
始
め
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
八
四
八
年
に
な
る
と
イ
ギ
リ
ス
海
軍
省
も
中
園
沿
岸
に
お
け
る
海
賊
の
奨
励
剛
を
認
識
し
て
方
針
を
縛
換
、
領
事
や
清
朝
側
の
官
僚
と
協
力

(

判

)

(

訂

)

し
て
「
海
賊
」
掃
討
を
進
め
る
こ
と
を
推
奨
す
る
よ
う
に
な
り
、
海
賊
掃
討
に
際
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
戒
省
か
ら
報
奨
金
が
支
給
さ
れ
た
。

(
体
)

駐
慶
門
イ
ギ
リ
ス
領
事
も
交
易
の
安
全
確
保
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
力
示
威
と
い
う
目
的
か
ら
、
こ
れ
を
積
極
的
に
支
持
し
た
。
以
後
、
一
帽
建
沿

海
に
お
け
る
海
賊
掃
討
は
績
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
(
表
参
照
)

0

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
活
動
に
封
し
、
海
賊
側
も
ス
パ
イ
を
駐
慶
門
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
苦
力
と
し
て
迭
り
込
み
、
イ
ギ
リ
ス
艦
の
移

(
的
)

動
情
報
を
海
賊
に
惇
達
さ
せ
て
い
た
。
海
賊
側
に
と
っ
て
も
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
脅
威
は
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
が
慶
東
か
ら
一
帽
建
沿
海
で
活
動
し
て
い
た
五
十
隻
の
艦
隊
を
も
っ
贋
束
人
海
賊
張
十
五
の
艦
隊
を
一
帽
建
海
域
か

(ω) 

ら
撃
退
し
、
さ
ら
に
清
朝
地
方
官
の
協
力
を
得
つ
つ
香
港
附
近
か
ら
ト
ン
キ
ン
湾
に
か
け
て
の
海
域
で
撃
破
し
た
こ
と
は
、
清
朝
地
方
官
に
イ

(
日
)

ギ
リ
ス
海
軍
の
有
用
性
を
認
識
さ
せ
、
大
き
な
殺
果
を
あ
げ
た
。

501 

慶
門
に
お
い
て
も
、
清
朝
地
方
官
僚
と
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
協
力
盟
制
の
構
築
が
進
展
し
て
い
た
。

一
八
四
九
年
六
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
ブ
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表 福建海域におけるイギリス海軍の海賊掃討活動

年 月 イギリス軍艦名 捕虜数 解放者数 海賊船隻数 破壊船隻数 三Z捕船隻数 場所，海賊の所属等 出 典

1847年 3月 Scout 86 3 南日島附近なと F0228/70， F0663/52 

1847年 7月 Scout 82 15 泉州府 F0228/70， F0663/52 

1847年 8月 Scoul 22 7 7 F0228/70， F0663/52 

1847年12月 Scout 85 13 6 F0228/70， F0663/52 

1848年 6月 Scout 62 4 2 2 F0228/84 

1849年 5月 Pilot 8 1 F0228/98 

1849年 5月 Pilot 76 45 沼州沖，裏i湾沿岸 F0228/98 

1849年 6月 Pilot 83 4 3 室i湾沿岸 F0228/98 

1819年 6月 Pilot ~7 2 F0228/98 

1849年10月 Medea 南填附近，庚東海賊 F0228/98 

1849年10月 Furyヲ 張十Tr.の船昨季 F0228/98 

Columbine 

1852年 2月 Lily F0228/141 

1853年11月 Hermes 7 22 3 泊州附;丘 F0228/155 

幅建・贋束海賊

1853年12月 Hermes 40 小刀曾 CM 

1853年12月 Hermes 23 16 虎頭山， l'頁東海賊 F0228/l55 

1854年日月 Bittern 1 踊建海賊，小万曾残黛 F0228/l71 

1855年 1月 Bittern 9 2 主に底東海賊 F0228/188 

1855年 6月 Racehorse 58 15 2 2 庚艇 F0228/188 

1856年 8~9 月 Comus 7 1 沼州附近 F02281211， ADM125/1 
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1857年 1月 Sampson 14 息安!際崇武J中，香港ジヤンク F02281233， F0663/64 

1857年 4月 Camilla 4 1 園頭;奥 F02281233 

1857年 4月 Camilla 28 3 I 書尚，虞艇 F02281233町F0663/64

1857年 4月 Sampson 21 15 リ戸 沼州など，庚艇なと ADMI251l 

Camilla 

1858年 4月 Elk F0228/251 

1858年 9月 Magicienne， イギリス船員殺傷に釘する園頭 F02281251 

Algerine への報復攻撃

1858年 9月 Banterer 8 9 興化i響 ADM125/3 

1858年 9~10月 Magicienneヲ 53 22 18 2 泊州 ADM125/3 

Algerine 

1858年10月 Banterer I 1 3 南関島附近 ADM125/3 

1859年 5月 Kestrel， J ames 小金門島附近捜索 F02281265 

1859年12月 Bustard 2 3 6 定海i雪・黄岐湾 ADM125/1 

1860年 3月 Scorn 1 日青州附近，海賊行潟を行う村落 ADM125/5 

を攻撃

1860年 7月 Gunboat N o. 73 酒州附近 F0228/285 

二へた¥Tく士ミート割車三〈ャロト ι (p山t) Cl埋語以略報.-J.(!ji)e:軍軍(血道正当 1n艶C$室RAJ!廷援な明渥AJヨ3!)!3:!iき賢ヤAJC~E:::詳~
([;?J 

記~C~ill~憎ゐ*，K.l IJAJ~IÞ .-J' ìt6.(!ji)ê:富 C詳~';~←入、人JC~総明室長.，;> 4ぎ判~~O tr6~"騨昨Q叫iê (Layton)今年14ロ':;1111IT鰍
([;i) 

人J.-J\J桜l:C~~~K.l IJAJ ピム-6.c--!'ャ冊子 rく皐AjjfEZE耗EZh1E阿な鰭â;~llii[ 0.(! 。

1 ~' ャ九ト:::"tくよ控』時ムJ1盟国l:CCi子園〈恒〈ムJC$霊平ミ盟主C盟主混*.，;>梨!目当Jど。 ャ九ト:::"1く橿皐会仁0C哩詳早思惑:!:H岨玉手ム-6-'='体制

g JAlJ:V 荘園恒皐会仁0C距離E単車以吋伶幾重~拒4割l-<~O 1 <g]~叶4くm::'剛綾田世や史皇室~担~!と 0 いユど球選てャ
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504 

(
日
)

ロ
ッ
ト
は
商
業
ジ
ヤ
ン
ク
か
ら
の
情
報
を
受
け
て
掃
討
を
進
め
、

一
八
五
一
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
が
中
園
人
商
人
か
ら
金
門
附
近
で
海
賊
に

よ
っ
て
ジ
ヤ
ン
ク
が
享
捕
さ
れ
た
情
報
を
入
手
し
て
ス
ル

l
プ
型
艦
リ
リ

i
p
N乞
に
出
動
を
要
請
し
、

(
お
)

ク
の
船
主
が
搭
乗
し
て
掃
討
が
行
わ
れ
た
。

リ
リ
ー
に
は
金
4

捕
さ
れ
た
ジ
ヤ
ン

こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
海
賊
掃
討
の
進
展
は
、
慶
門
な
ど
の
開
港
場
の
交
易
に
も
影
響
を
奥
え
た
。

一
八
四
九
年
に
は
英
艦
パ
イ
ロ

ッ
ト
が
墨
湾
の
港
口
か
ら
一
帽
建
人
海
賊
を
駆
逐
し
た
こ
と
に
よ
り
、
寧
波
や
上
海
に
米
穀
が
移
出
さ
れ
た
に
も
閲
わ
ら
ず
慶
門
の
米
慣
は
下
落

(
同
)

し
て
お
り
、
度
門
・
古
室
湾
聞
の
米
貿
易
の
安
全
も
確
保
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
慶
門
の
交
易
を
阻
害
し
て
い
た
海
賊
の
排
除
は
、
慶
門

(
町
)

の
商
人
達
に
と
っ
て
利
盆
に
な
り
、
し
ば
し
ば
商
人
達
が
イ
ギ
リ
ス
側
に
感
謝
を
示
す
よ
う
に
な
る
。

以
上
か
ら
、
地
方
の
丈
官
や
水
師
の
武
官
な
ど
の
慶
門
の
官
僚
・
商
人
と
イ
ギ
リ
ス
海
軍
が
結
び
つ
い
て
、
一
帽
建
・
贋
東
人
海
賊
に
封
抗
す

る
と
い
う
園
式
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
海
賊
と
官
僚
・
商
人
の
封
立
の
園
式
は
、

一
七
世
紀
末
以
来
の
傾
向
で
あ
り
、
官
僚
・
商

人
側
に
イ
ギ
リ
ス
海
軍
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
地
域
的
協
力
関
係
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、

ア
ヘ
ン
戦
争
の
衝
撃
が
慶
門
の

官
僚
・
商
人
に
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
賓
力
を
認
識
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
園
式
の
下
で
の
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
よ
る
慶
門
を
基
地
と
し
た
海
賊
掃
討
作
戦
の
進
展
は
、
一
帽
建
沿
海
の
海
賊
勢
力
に
は
大
打
撃
と

な
り
、
と
り
わ
け
海
賊
の
集
圏
形
成
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
。
首
時
の
海
賊
の
正
確
な
人
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
駐
慶
門
イ
ギ
リ
ス
領
事
は

一
八
四
七
年
十
二
月
に
慶
門
l
幅
州
聞
に
二
千
人
、

(
同
)

報
告
を
行
っ
て
お
り
、
一
帽
建
沿
海
で
は
千
人
車
位
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
八
四
九
年
六
月
に
も
慶
門
・
牽
湾
西
岸
・
閏
江
河
口
の
聞
に
三
千
人
の
海
賊
が
い
る
と

一
八
五
三
年
十
一
月

(
玲
)

に
椙
州
附
近
で
確
認
さ
れ
た
海
賊
は
、
慶
東
ジ
ヤ
ン
ク
十
五
隻
と
一
帽
建
ジ
ヤ
ン
ク
二
十
五
な
い
し
三
十
隻
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
ま

(ω) 

た
一
八
五
四
年
六
月
に
は
幅
州
附
近
で
五
十
隻
の
一
帽
建
海
賊
ジ
ヤ
ン
ク
に
よ
る
襲
撃
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
集
圏
は
最
大

掃
討
の
釘
象
と
な
っ
た
海
賊
も
表
に
一
不
す
よ
う
に
比
較
的
小
規
模
で
あ
る
。
大
規
模
な
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、

で
も
五
十
隻
程
度
と
み
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
首
該
期
の
海
賊
の
規
模
は
、
麿
東
の
海
賊
連
合
だ
け
で
も
一
千
隻
以
上
、
数
高
人
に
達
し
た
嘉
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(
日
)

慶
海
冠
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
小
規
模
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
従
来
の
海
賊
も
海
賊
の
小
集
園
が
連
合
す
る
形
を
と
っ
て
大
集
園
を
形
成
し
て

(
臼
)

い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
活
動
は
、
こ
う
し
た
小
集
圏
の
形
成
す
ら
困
難
に
し
た
た
め
、
大
規
模
な
集
圏
に
護
展
す
る
可
能
性
が
失
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
海
賊
は
交
易
の
中
心
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
開
港
場
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
お
り
、
交
易
の
利
潤
を
確
保
し
て
清
朝
に
釘
抗
す

る
集
圏
の
護
生
は
不
可
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
弱
睦
化
し
た
清
朝
水
師
に
よ
っ
て
掃
討
さ
れ
る
可
能
も
で
て
き
た
。

賓
際
に
一
八
五

0
年
代
前
牛
に
お
け
る
水
師
の
掃
討
は
小
規
模
な
海
賊
船
圏
を
封
象
と
す
る
事
例
が
多
い
。

結
局
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
は
慶
門
を
撮
貼
と
し
て
一
八
四

0
年
代
末
ま
で
に
幅
建
沿
海
部
で
大
規
模
な
海
賊
掃
討
に
成
功
し
、
海
賊
集
園
は
抑

え
込
ま
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
活
動
の
中
で
、

一
八
五

0
年
代
に
幅
建
人
海
賊
と
唐
東
人
海
賊
は
ど
の
よ
う
に

封
庭
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
一
士
早

一
帽
建
人
海
賊
の
衰
退
と
麿
東
人
海
賊
の
霊
頭

( 

ー
¥、J

閑
卑
沿
海
民
の
反
乱
と
一
帽
建
人
海
賊
の
退
場

一
八
五

0
年
代
前
字
、
沿
海
部
で
は
一
八
五
三
年
五
月
に
勃
註
し
た
慶
門
小
万
舎
を
皮
切
り
に
、
上
海
、
慶
東
な
ど
で
幅
建
・
虞
束
沿
海
民

の
反
乱
が
多
護
す
る
。
こ
れ
ら
の
反
乱
に
は
沿
海
の
海
賊
が
闘
輿
し
、
い
ず
れ
も
開
港
場
周
遣
で
護
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貿
易
か
ら
排
除

さ
れ
た
沿
海
の
勢
力
が
、
貿
易
の
集
中
す
る
開
港
場
奪
取
を
園
っ
た
と
み
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
反
乱
の
中
か
ら
慶

門
小
万
舎
を
取
り
上
げ
、
一
帽
建
・
慶
東
人
海
賊
の
動
向
を
み
て
い
き
た
い
。

(

問

山

)

慶
門
小
万
舎
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
陪
開
園
し
た
華
僑
が
中
心
と
な
っ
た
反
乱
で
あ
り
、
小
万
合
国
勢
力
が
奪
取
し
た
慶
門
を
中
心
に
展
開
す
る
。

(
別
)

こ
の
反
乱
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
人
員
・
物
資
の
補
給
が
行
わ
れ
た
う
え
、
海
賊
も
小
万
曾
を
支
援
し
て
い
た
と
さ
れ
、
一
拍
建
人
海
賊
を
中

505 

心
と
し
た
海
上
勢
力
に
依
存
し
た
面
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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清
朝
側
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
補
給
を
行
う
小
刀
命
日
勢
力
を
海
上
封
鎖
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
小
刀
舎
は
イ
ギ
リ
ス
側
と
良
好
な
関
係
を
維

持
し
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
は
内
政
不
干
渉
の
立
場
か
ら
中
立
を
保
っ
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
清

軍
水
師
は
麿
東
人
海
賊
を
雇
用
し
た
。
駐
慶
門
イ
ギ
リ
ス
領
事
パ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
己
ロ
山
口
5
0
5巴
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

帝
園
の
船
隊
(
清
朝
水
師
)
の
中
で
最
も
有
数
な
部
分
は
こ
の
軍
務
(
小
万
舎
鎖
区
)
の
た
め
に
雇
わ
れ
た
、
海
賊
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思

わ
れ
て
い
る
属
東
(
艇
)
ま
た
は
通
稽
「
属
艇
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
よ
く
武
装
さ
れ
て
人
員
も
配
置
さ
れ
て
い
る

が
、
ひ
ろ
く
惇
え
ら
れ
ま
た
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
大
多
数
は
叛
徒
(
小
万
台
目
)
と
結
託
し
て
お
り
、
彼
ら
の
戦
闘
の
放
果
は
こ

(
臼
)

う
し
た
考
え
を
支
持
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
贋
東
人
海
賊
で
あ
る
「
麿
艇
」
が
雇
用
さ
れ
、
清
軍
水
師
で
も
っ
と
も
有
力
で
あ
り
な
が
ら
、
小
刀
命
日
と
結
託
し
て
い
る
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
属
艇
は
本
来
封
太
平
天
国
戦
に
使
用
す
る
珠
定
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
慶
門
小
万
命
日
鎮
墜
に
轄
用
さ
れ
て
い
た
。
閑
斯
線
督
王
諮

徳
は
虞
東
の
紅
軍
船
に
つ
い
て
、

思
う
に
前
項
の
船
(
紅
車
船
)
は
、
以
前
六
、
七
月
の
雨
月
に
幅
建
を
通
過
し
、
上
識
に
従
い
ま
し
て
水
師
と
協
力
し
て
賊
匠
(
小
刀
曾
)

を
攻
撃
し
て
い
ま
す
。
該
艇
は
船
も
大
砲
も
頑
丈
で
、
弁
兵
も
勇
敢
で
あ
り
、
前
任
の
(
淑
江
)
提
督
の
李
廷
証
が
自
ら
率
い
て
き
た
部

(

叫

山

)

隊
と
と
も
に
、
水
陸
の
椅
角
の
勢
い
と
な
り
、
い
ず
れ
も
逆
匿
の
恐
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
、
江
南
の
軍
務
は
緊
急
か
つ
重

要
で
、
雇
っ
た
艇
船
は
も
と
も
と
卑
逆
(
太
平
天
園
)
を
討
伐
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
命
じ
て
磨
援
に
急
祇
さ
せ
る
べ
き

で
す
。
た
だ
、
慶
門
の
逆
匪
討
伐
は
ち
ょ
う
ど
う
ま
く
い
っ
て
お
り
、
逆
匪
の
中
堅
を
撃
破
し
、
要
害
を
占
擦
し
、
す
で
に
(
敵
は
)
重

固
に
陥
り
、
こ
の
(
水
陸
)
雨
路
か
ら
挟
み
撃
ち
に
す
れ
ば
、
頭
目
を
捕
ら
え
る
こ
と
も
期
待
で
き
ま
す
。
も
し
急
に
艇
船
を
撤
退
さ
せ

れ
ば
、
逆
匿
の
勢
い
が
ま
た
掻
大
し
、
兵
の
心
が
次
第
に
不
員
面
白
に
な
り
、
全
瞳
の
局
面
に
大
い
に
影
響
す
る
で
し
ょ
う
。
:

(

釘

)

(

侭

)

と
述
べ
、
紅
車
艇
の
慶
門
駐
留
期
間
の
延
長
を
求
め
、
結
果
と
し
て
慶
門
奪
固
ま
で
使
用
し
た
。
結
局
の
所
、
清
朝
側
は
も
と
も
と
向
背
す
ら
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定
か
で
な
か
っ
た
紅
皐
艇
H

康
艇
す
な
わ
ち
唐
東
人
海
賊
に
依
存
し
な
け
れ
ば
小
万
曾
勢
力
に
針
す
る
海
上
封
鎖
を
賓
行
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。そ

の
後
、
清
軍
に
よ
る
海
陸
か
ら
の
慶
門
包
園
が
進
み
、

(ω) 

手
に
落
ち
た
。
こ
の
小
万
舎
の
敗
北
は
幅
建
人
海
賊
に
針
す
る
慶
東
人
海
賊
の
勝
利
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
後
、
小
万
舎
勢
力
は
慶
門

一
八
五
三
年
十
一
月
十
一
日
、
小
万
舎
の
艦
隊
は
慶
門
を
脱
出
、
慶
門
は
清
軍
の

を
離
れ
て
上
海
、
重
湾
、
東
南
ア
ジ
ア
方
面
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

慶
門
を
離
れ
て
根
掠
地
を
失
っ
た
小
万
曾
勢
力
は
沿
海
で
略
奪
活
動
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
従
来
中
立
の
立
場
を
と
っ
て
い
た

イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
よ
る
海
賊
掃
討
の
封
象
と
な
っ
た
。
同
年
十
一
月
の
ス
ル

l
プ
型
艦
ハ

l
ミ
ス
(
同
司
君
乏
の
海
賊
掃
討
活
動
で
捕
獲
さ
れ

(
刊
)

た
三
隻
の
ジ
ヤ
ン
ク
の
う
ち
二
隻
は
慶
門
を
脱
出
し
た
小
万
合
艦
隊
に
属
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
脱
出
直
後
に
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
掃
討
を
受

け
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
翌
月
に
英
艦
ハ

l
ミ
ス
は
海
賊
の
ジ
ヤ
ン
ク
四
十
隻
を
破
壊
な
い
し
捕
獲
し
た
が
、
そ
れ
も
慶
門
を
脱
出
し
た

(
江
)

小
万
舎
の
艦
隊
と
み
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
翌
一
八
五
四
年
に
イ
ギ
リ
ス
入
所
有
の
ロ

1
チ
ャ
船
を
襲
撃
し
て
ブ
リ
グ
型
艦
ビ
タ
1
ン

(
花
)

(切
N
N
H

内
三
)
の
掃
討
を
受
け
た
船
舶
も
小
万
舎
の
艦
隊
と
閥
連
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
幅
建
沿
海
で
の
活
動
の
結
果
、
小
万
台
国
の
残
存
勢
力
を
率
い
る
黄
位
は
一
服
建
沿
海
で
活
動
す
る
こ
と
が
不
可
能

に
な
り
、
事
態
は
一
層
清
朝
側
に
有
利
に
な
っ
た
。
黄
位
の
勢
力
は
以
後
、
蓋
湾
海
域
で
の
活
動
を
行
い
、
鶏
龍
(
後
の
基
隆
)
を
襲
撃
し
て

(
ね
)

船
舶
を
奪
取
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
昔
一
位
は
慶
門
再
占
領
を
狙
っ
て
い
る
が
、
駐
慶
門
イ
ギ
リ
ス
領
事
パ

1
ク
ス
(
同

ω

(
礼
)

E
昇
。
出
)
が
慶
門
の
安
全
は
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
存
在
が
責
位
の
根
按
地
奪

(
九
)

回
の
障
害
に
な
っ
た
。
結
局
一
八
五
四
年
十
一
月
に
黄
位
は
彰
湖
島
を
撤
退
し
、
海
南
・
コ

l
チ
シ
ナ
へ
移
動
し
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
開
港
後
に
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
海
賊
掃
討
が
す
す
ん
だ
う
え
、
小
万
舎
の
乱
に
お
い
て
清
朝
と
唐
束
人
海
賊
の
連
合
勢
力
に

さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
な
麿
東
人
勢
力
横
大
の
な
か
で
、
一
相
建
人
海
賊
は
弱
瞳
化
し
、
開
港
場
附
近
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く
。
そ
し

敗
北
し
、

507 

て
そ
の
後
、
黄
位
の
よ
う
に
清
朝
地
方
権
力
に
挑
戦
す
る
大
規
模
な
幅
建
人
海
賊
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
宋
代
以
来
中
園
沿
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海
部
で
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
幅
建
人
の
影
響
力
は
大
幅
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
後
、
沿
海
の
幅
建
人
は
東
南
ア
ジ
ア
方
面
へ
の
展
開
を
進
め
る
と
と
も
に
、
一
拍
建
人
商
人
は
一
拍
建
人
海
賊
で
は
な
く
外
国
船
の
利
用
な
ど

(
市
)

に
よ
っ
て
商
業
活
動
の
安
全
を
確
保
し
て
い
く
。

r-¥ 

¥ー/

債
束
人
海
賊
の
墨
頭

一
帽
建
人
海
賊
の
退
潮
と
は
封
照
的
に
、
勢
力
を
掻
大
し
て
き
た
の
が
債
東
人
海
賊
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
債
東
人
海
賊
が
如
何
に
し
て
勢
力

を
掻
大
し
て
き
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

開
港
後
に
唐
東
人
海
賊
が
勢
力
を
掻
大
し
た
背
景
に
は
、
欧
米
人
と
の
閥
係
が
あ
る
。
開
港
前
か
ら
欧
米
人
と
接
摘
し
て
い
た
虞
東
人
は
、

そ
の
優
れ
た
技
術
を
導
入
し
、
ま
た
、
軍
需
物
資
の
供
給
を
受
け
て
い
た
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
麿
束
人
海
賊
張
十
五
の
座
乗
す
る
船
舶
は
康

(
け
)

州
で
蟻
装
さ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
船
に
類
似
し
た
方
式
で
鋼
板
を
張
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
一
八
五
八
年
九
月
に
酒
州
で
捕
獲
さ
れ
た
慶
艇
な

ど
の
船
舶
が
装
備
し
て
い
た
一
一
一
ポ
ン
ド
な
い
し
一
八
ポ
ン
ド
砲
は
イ
ギ
リ
ス
製
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
装
備
の
面
で
唐
束
人
海
賊
が
他
集
圏

よ
り
も
優
位
に
た
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

欧
米
人
は
唐
東
人
に
技
術
や
物
資
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
麿
東
人
海
賊
船
に
搭
乗
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

(
内
)

近
で
掃
討
さ
れ
た
海
賊
船
に
も
イ
ギ
リ
ス
人
と
ド
イ
ツ
人
が
乗
り
組
ん
で
い
た
と
さ
れ
、
欧
米
人
の
海
賊
船
搭
乗
の
事
例
は
多
い
。

(

山

山

)

ま
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
庚
艇
と
共
同
で
海
賊
活
動
を
行
う
場
合
も
あ
り
、

一
八
六

O
年
七
月
に
椙
州
附

一
八
五
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
海
軍
フ
リ
ゲ
l
ト
艦
サ
ン
プ
ソ
ン

(
安
語
、
告
と
は
酒
州
附
近
で
虞
艇
と
と
も
に
海
賊
活
動
を
行
っ
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
旗
を
掲
げ
た
ロ

l
チ
ヤ
船
を
捕
獲
し
た
が
、
こ
れ
は
ポ

(
飢
)

ル
ト
ガ
ル
船
籍
で
あ
っ
た
。

(
泣
)

さ
ら
に
、
虞
東
人
海
賊
が
欧
米
船
隻
を
備
装
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
園
旗
の
利
用
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

一
八
五
四

年
に
、
一
帽
建
省
一
帽
寧
府
の
三
都
填
で
イ
ギ
リ
ス
の
ロ

l
チ
ャ
船
を
襲
撃
し
た
六
隻
の
虞
艇
の
内
、

一
隻
は
幅
州
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
国
旗
を
掲
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(
m
m
)
 

げ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
船
籍
偏
装
に
よ
り
、
あ
る
程
度
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
掃
討
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

外
国
人
と
の
閲
係
は
、
属
束
人
海
賊
に
と
っ
て
の
安
全
な
根
接
地
確
保
に
つ
な
が
っ
た
。
闘
斯
総
督
裕
瑞
は
一
八
五
一
年
十
一
一
月
二
日
の
上

奏
で
海
賊
の
根
擦
地
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
遮
べ
て
い
る
。

-
:
あ
わ
せ
て
聞
く
と
こ
ろ
に
撮
り
ま
す
と
、
首
該
の
盗
匠
ら
が
盗
品
を
責
買
す
る
の
に
集
ま
る
の
は
、

い
ず
れ
も
虞
束
香
山
牒
の
渓
門
、

香
港
お
よ
び
淑
江
の
石
浦
、
温
州
な
ど
の
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
船
内
で
は
多
く
が
密
輸
品
を
所
持
し
、
偏
っ
て
商
船
と
し
て
各
慮
の
港
に

(
斜
)

赴
い
て
販
責
し
な
い
と
は
保
詣
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
う
ち
、
渡
門
と
香
港
は
庚
東
人
海
賊
の
根
擦
地
と
し
て
麿
く
知
ら
れ
て
お
り
、
先
迷
の
欧
米
人
と
慶
東
人
の
接
輔
の
多
く
も
、
こ
の
雨
地

で
行
わ
れ
て
い
た
。
同
時
に
注
目
さ
れ
る
の
が
石
浦
や
温
州
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
寧
波
と
一
幅
州
と
い
う
開
港
場
の
聞
に
位
置
し
、
開
港
場
を
基

(
部
)

地
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
掃
討
が
及
び
に
く
か
っ
た
地
域
と
み
て
よ
い
。
同
様
に
、
裕
瑞
が
自
ら
の
責
任
回
避
の
矯
に
意
国
的
に
あ
げ
て
い

な
い
と
思
わ
れ
る
幅
州
慶
門
間
に
あ
る
椙
州
島
周
遣
も
重
要
な
根
擦
地
で
あ
っ
た
(
表
参
照
)
0

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
海
賊
活

動
の
活
性
化
は
、
海
賊
の
根
撮
地
と
し
て
の
闘
南
の
地
位
の
低
下
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
要
因
に
加
え
て
、
麿
東
人
海
賊
の
勢
力
掻
大
の
重
要
な
要
因
は
清
朝
官
僚
と
の
闘
係
の
利
用
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

深
福
湾
の
海
賊
と
属
束
人
水
師
指
揮
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
事
件
首
初
か
ら
イ
ギ
リ
ス
領
事
レ
イ
ト
ン
は
疑
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
八
四
九

年
十
月
に
レ
イ
ト
ン
は
、
雨
債
総
督
か
ら
海
賊
討
伐
を
命
じ
ら
れ
、
一
帽
建
水
師
提
督
か
ら
海
賊
討
伐
を
委
任
さ
れ
て
い
た
責
富
興
は
深
福
湾
事

件
の
海
賊
行
活
に
荷
捨
し
た
可
能
性
が
高
く
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
拘
束
し
た
が
、
慶
門
官
局
は
庭
罰
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
と
し
、
康
東
人
海

(
目
別
)

賊
と
官
僚
の
癒
着
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
唐
東
人
海
賊
と
官
僚
の
癒
着
の
背
景
に
は
、
首
該
期
に
お
い
て
一
帽
建
水
師
提
督
を
は
じ
め
と
す
る
一
耐
建
水
師
の
武
官
の
多
く
が
麿

509 

東
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
速
し
た
海
賊
出
身
の
賓
辰
彪
は
一
八
四
一
年
か
ら
約
九
年
間
一
拍
建
水
師
提
督
を
つ
と
め
た
が
、

(
訂
)

(

ω

∞)

彼
も
贋
束
人
で
あ
り
、
一
八
五

O
年
に
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
鄭
高
鮮
も
湖
州
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
麿
東
人
海
賊
と
閲
係
を
も
っ
て
い
た
可
能
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510 

性
は
高
く
、

(
的
)

一
八
五
八
年
八
月
に
も
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
、
一
帽
建
水
師
提
督
は
慶
東
人
で
贋
艇
の
艦
隊
指
揮
官
と
闘
係
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

逆
に
三
守
え
ば
、
一
拍
建
水
師
へ
の
麿
束
人
進
出
と
幅
建
沿
海
に
お
け
る
麿
束
人
海
賊
の
擦
大
は
連
動
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
れ
ら
の
唐
東
人
海
賊
は
先
達
し
た
よ
う
な
慶
門
小
刀
舎
や
太
平
天
固
な
ど
の
反
乱
鎮
匿
に
活
躍
し
た
。
さ
ら
に
、
海
賊
針
策
と
し
て
一
八

五
0
年
代
初
頭
ま
で
は
各
地
で
麿
艇
の
雇
用
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
踊
建
に
お
い
て
も
幅
建
水
師
の
能
力
低
下
か
ら
小
万
舎
鎮
匪
後
も
蓋
湾
海
峡

(
引
)

に
お
け
る
海
賊
(
小
刀
舎
残
存
勢
力
)
鎮
墜
に
唐
艇
を
雇
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
一
種
の
「
招
撫
」
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

か
か
る
慶
艇
の
活
動
は
麿
東
人
商
人
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
首
初
イ
ギ
リ
ス
領
事
パ

1
ク
ス
は
慶
門
で
雇
用
さ
れ
た
慶
一
艇
は
在
慶
門
イ

(
山
)

ギ
リ
ス
商
一
吐
の
通
語
な
い
し
買
嚇
を
通
じ
て
唐
州
で
雇
用
さ
れ
て
祇
遣
さ
れ
た
と
み
な
し
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
通
語
官
ウ
イ
ン
チ

エ
ス
タ

1
5
k
J
当
日
ロ
『
2
5
)
は
以
下
の
よ
う
な
背
景
を
述
べ
て
い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
道
官
室
(
興
泉
、
水
道
)
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
た
慶
艇
は
〉
君
。
。
ロ
に
よ
っ
て
地
方
政
府
に
貸
し
出
さ
れ
た
。(

m
m
)
 

サ
イ
ム
商
合
国
(
冨
巾
出
回

3
勺ロ・

7
5巾
《
仰
の
0

・
)
公
認
の
雨
替
商
で
も
あ
っ
た
。

〉
君
。
。
ロ
は
自
ら
の
重
要
な
商
業
を
付
営
ん
で
い
る
の
に
加
え
、

こ
こ
か
ら
、
買
梯
で
あ
る
〉
当
0
0
ロ
を
通
じ
て
慶
艇
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
開
港
後
に
麿
東
人
が
沿
海
地
域
に
買
灘
と
し
て
勢

力
を
蹟
大
し
た
こ
と
が
、
虞
束
人
海
賊
の
蹟
大
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
一
不
す
。
こ
の
よ
う
に
雇
用
さ
れ
た
唐
艇
は
公
的
任
務
に
つ
く
こ
と

(
川
内
)

で
貿
易
ル

1
ト
を
掻
大
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
庚
東
人
商
人
と
利
害
が
一
致
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
彼
ら
商
人
を

通
じ
て
麿
東
人
海
賊
は
開
港
場
に
ま
で
進
出
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
開
港
場
で
活
動
す
る
一
帽
建
人
商
人
と
封
立
し
績

け
た
一
帽
建
人
海
賊
と
の
大
き
な
遣
い
で
あ
り
、
開
港
後
に
沿
海
部
の
開
港
場
に
お
い
て
唐
東
人
が
幅
建
人
に
封
し
て
優
位
に
立
っ
た
一
因
と
も

考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
外
国
人
や
清
朝
地
方
官
僚
と
の
闘
係
を
利
用
し
つ
つ
、
安
全
な
根
擦
地
を
確
保
し
た
唐
東
人
海
賊
は
、
開
港
場
を
も
基
盤
と

(
お
)

し
つ
つ
、
沿
海
部
全
域
に
わ
た
る
慶
範
な
地
域
で
の
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
麿
束
人
海
賊
の
幅
建
海
域
へ
の
全
面
的
進
出(

M
m
)
 

は
、
ア
ヘ
ン
戟
争
以
前
で
は
想
定
し
が
た
い
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
帽
建
に
進
出
し
た
唐
束
人
海
賊
は
現
地
の
一
帽
建
人
海
賊
と
同
盟
を
結
び
、
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(
灯
)

さ
ら
に
は
商
船
の
護
衛
な
ど
を
請
け
負
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
勢
力
を
掻
大
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
属
束
人
海
賊
の
掻
大
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

r-¥ 

一、、ー/

債
束
人
海
賊
の
問
題

贋
東
人
海
賊
を
雇
用
し
た
も
の
の
、
首
時
、
慶
門
の
首
局
に
財
政
的
徐
裕
は
な
か
っ
た
。

一
八
五
三
年
十
一
月
、
清
朝
は
小
刀
舎
の
反
乱
損

墜
に
成
功
し
た
が
、
小
万
曾
鎮
匪
に
協
力
し
た
虞
艇
の
艦
隊
指
揮
官
は
、
給
輿
が
支
梯
わ
れ
な
け
れ
ば
太
平
天
園
討
伐
に
向
け
て
移
動
せ
ず
に

(
ω
m
)
 

慶
州
に
戻
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
窮
し
た
慶
門
の
地
方
官
僚
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
資
金
援
助
を
要
請
す
る
に
至
っ
た
。

ま
た
、
先
述
し
た
雇
用
さ
れ
た
慶
艇
も
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。

一
八
五
四
年
十
二
月
に
イ
ギ
リ
ス
領
事
パ

1
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
遮

べ
て
い
る
。

小
刀
舎
の
黄
位
だ
け
が
、
慶
門
現
地
商
人
が
不
平
を
二
一
白
う
匪
賊
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
(
慶
門
現
地
商
人
ら
)
の
山
東
ジ
ヤ
ン
ク
(
山
東
省

向
け
ジ
ヤ
ン
ク
)
が
最
近
、
こ
の
海
域
で
海
賊
行
矯
を
行
っ
て
い
る
虞
艇
の
手
に
落
ち
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
水
師
と
政
府
に
雇
わ
れ
た
麿

艇
の
混
成
部
隊
に
救
出
さ
れ
た
が
、
彼
ら
は
以
前
前
者
(
虞
艇
)
が
要
求
し
た
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
重
い
救
助
の
代
償
を
後
者
(
水
師
・
慶

艇
)
に
要
求
さ
れ
た
。
現
在
二
隻
の
戦
闘
ジ
ヤ
ン
ク
が
こ
の
港
(
慶
門
)
の
水
師
の
常
備
に
相
首
す
る
が
、

(
m
m
)
 

う
一
隻
も
恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
。

一
隻
は
航
海
に
耐
え
ず
、
も

こ
こ
か
ら
海
賊
の
慶
艇
と
雇
用
さ
れ
た
麿
艇
が
ほ
と
ん
ど
同
額
の
金
額
を
商
人
達
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
水
師
も
海
賊

と
同
様
の
行
矯
を
行
っ
て
い
た
う
え
、

ほ
と
ん
ど
戦
力
が
な
か
っ
た
。

一
八
五
五
年
一
月
、
英
艦
ハ

1
ミ
ス
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
た
庚
艇
が
貰
却
さ
れ
た
後
、
慶
門
遁
蓋
が
雇
用
し
た
唐
艇
闘
係
者
に
牟
捕
さ
れ
て

金
門
に
回
航
さ
れ
る
事
件
が
護
生
し
た
。
通
語
官
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
の
唐
艇
返
還
の
要
請
に
封
し
、
道
重
は
唐
艇
を
解
雇
し
た
の
で
影
響
力

511 

を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
一
帽
建
水
師
提
督
は
麿
下
の
優
れ
た
ジ
ヤ
ン
ク
が
慶
門
に
い
な
い
の
で
、
船
舶
の
奪
回
に
は
イ
ギ
リ
ス
側
の
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(
削
)

協
力
が
必
要
と
し
た
。
結
局
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事
を
介
し
て
〉
君
。
。
ロ
に
匡
力
を
か
け
る
こ
と
で
船
舶
を
返
還
さ
せ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
唐
艇
を
解
雇
し
た
結
果
、
賓
力
の
な
い
清
朝
側
は
康
艇
へ
の
影
響
力
を
失
い
、
針
慮
も
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
同
年
二
月
十
三
日
に
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ

l
は
以
前
遁
蓋
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
唐
艇
が
八
日
前
に
慶
門
を
出
港
し
、
数
日
後
に
そ
れ
ぞ

(
則
)

れ
一
一
隻
の
蓋
湾
・
泉
州
ジ
ヤ
ン
ク
を
掌
捕
し
た
と
っ
た
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
唐
艇
は
解
雇
と
同
時
に
海
賊
業
に
復
蹄
し
た
の
で
あ

る

」
の
よ
う
な
贋
艇
の
活
動
は
、
開
港
場
周
遣
の
交
易
の
障
害
と
な
っ
た
。

一
八
五
五
年
六
月
二
十
七
日
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
パ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

:
:
・
多
く
が
庚
艇
か
ら
成
る
尋
常
で
な
い
数
の
海
賊
船
が
、
現
在
、
こ
の
省
の
沿
岸
に
横
行
し
て
い
る
。
首
地
(
慶
門
)
と
蓋
湾
の
聞
の

貿
易
を
行
う
現
地
の
船
舶
は
(
海
賊
に
)
掌
捕
さ
れ
る
大
き
な
リ
ス
ク
を
負
い
、
ま
た
一
方
で
宮
地
と
一
噛
州
お
よ
び
幅
州
以
北
の
地
と
の

(
問
)

交
通
も
、
現
地
船
舶
に
閲
す
る
か
ぎ
り
完
全
に
停
止
し
て
い
る
。

ヲ
ー
)
ヲ
」
け
い
、

一
八
五

0
年
代
中
葉
、
慶
艇
の
活
動
は
最
盛
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
。
自
ら
こ
れ
に
針
庭
で
き
な
い
清
朝
は
別
の
手
段
を
講
じ
る
必

要
が
あ
っ
た
。

第
四
章

イ
ギ
リ
ス
海
軍
と
地
域
秩
序
の
回
復

( 

ー
¥ーノ

清
朝
地
方
官
と
イ
ギ
リ
ス
の
地
域
的
提
携

成
豊
帝
の
即
位
(
一
八
五
O
年
三
月
)
以
降
、
清
朝
中
央
と
イ
ギ
リ
ス
の
閲
係
は
再
び
悪
化
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
イ
ギ
リ
ス
海
軍
と
の

協
調
は
総
督
・
巡
撫
レ
ベ
ル
で
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
一
帽
建
省
で
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
パ

l
ク
ス
が
、
駐
中
園
公
使
乗
香
港
総
督
お
よ
び
イ
ギ
リ

ス
海
軍
指
揮
官
に
は
海
賊
鎮
匪
へ
の
援
助
と
協
力
の
意
志
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
闘
斯
総
督
に
停
え
る
よ
う
に
慶
門
道
蓋
に
封
し
て
正
式
に
打
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(
即
)

診
し
た
。
こ
れ
に
釘
し
、
遁
吉
室
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
援
助
を
望
ん
で
い
た
が
、
線
督
へ
の
停
達
を
醇
賭
し
て
い
て
い
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
省

首
局
の
否
定
的
反
庭
を
う
か
が
わ
せ
る
。

一
八
五
六
年
八
月
七
日
の
問
所
線
督
王
諮
徳
の
上
奏
で
も

イ
ギ
リ
ス
の
(
駐
中
園
公
使
粂
香
港
総
督
)
パ
ウ
リ
ン
グ

SH
乙
切
0
2
5問
)
の
照
合
丈
に
よ
り
ま
す
と
、
「
海
盗
は
五
港
が
通
商
す
る

な
か
で
海
上
を
往
来
し
、

ほ
し
い
ま
ま
に
掠
奪
を
行
い
、
軍
艦
を
抵
遣
し
て
徹
底
的
に
掃
討
し
た
が
、
な
お
い
ま
だ
十
分
に
完
全
な
放
呆

を
牧
め
た
と
は
い
え
な
い
。
現
在
、
毎
年
冬
と
春
の
雨
季
に
、
江
蘇
省
の
品
入
山
市
か
ら
軍
艦
一
隻
を
南
に
汲
遣
し
、
海
岸
沿
い
に
寧
波
、
一
拍

州
、
慶
円
、
香
港
、
黄
捕
の
各
慮
を
経
さ
せ
、
夏
秋
の
雨
季
に
は
虞
東
省
の
黄
捕
か
ら
海
岸
沿
い
に
香
港
、
慶
門
、
一
帽
州
、
寧
波
、
呉
治

の
各
口
を
経
さ
せ
る
。
昔
該
の
軍
艦
に
命
じ
て
、

お
よ
そ
盗
匪
で
潜
ん
で
い
て
、
商
船
を
害
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
最
し
く
討
伐
し
磯
減
し
、

よ
っ
て
粛
清
を
期
す
る
。
」
と
い
う
件
が
参
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
王
諮
徳
は
、
一
帽
建
・
麿
東
雨
省
の
水
師
を
も
っ
て
各
海
上
を
管
轄
し
、

(
話
相
建
・
唐
束
の
海
が
)
麿
々
と
し
て
長
く
績
き
、
盗
匪
が
機
舎
に
乗
じ
て
欲
し
い
ま
ま
に
略
奪
を
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
の
、
す
で
に

首
該
の
管
理
の
責
任
の
あ
る
鎮
将
に
、
お
の
お
の
水
師
を
率
い
、
常
に
哨
戒
し
、
力
を
あ
わ
せ
て
掃
討
す
る
こ
と
を
命
じ
ま
し
た
。
閏
斯

の
水
陸
路
の
各
丈
武
官
に
よ
れ
ば
、
前
後
し
て
洋
上
で
各
件
の
洋
盗
多
数
を
攻
撃
し
て
捕
ら
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
該
夷
と
助
け
合

(
肌
)

っ
て
掃
討
、
逮
捕
す
る
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
:
:
:
。

と
あ
り
、
清
朝
水
師
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
報
告
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
清
朝
水
師
車
濁
に
よ
る
掃
討
を
主
張
し
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
と
の
協
力
を

公
式
に
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
慶
門
に
お
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
清
朝
地
方
官
僚
と
商
人
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
領
事
・
イ
ギ
リ
ス
海
軍
が
結
び
つ
い
て

海
賊
勢
力
に
封
抗
す
る
園
式
が
成
立
し
て
お
り
、

一
八
五

0
年
代
は
、
こ
の
園
式
が
強
化
さ
れ
て
い
く
。
と
り
わ
け
麿
艇
に
針
懸
で
き
な
い
清

朝
地
方
官
僚
達
が
、
む
し
ろ
積
極
的
に
イ
ギ
リ
ス
領
事
・
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
要
請
に
麿
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

513 

一
八
五
五
年
六
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
と
一
帽
建
水
師
提
督
李
廷
鉦
は
海
賊
討
伐
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
艦
と
水
師
の
ジ
ヤ
ン
ク
に
よ
る
合
同
の
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(
郎
)

艦
隊
を
汲
遣
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。
こ
れ
は
海
賊
の
出
浸
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
艦
が
急
採
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
賓
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

書
一
期
的
な
動
き
で
あ
っ
た
。

(
肌
)

ま
た
、
従
来
か
ら
海
賊
と
漁
船
・
商
船
の
識
別
は
困
難
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、

(
川
)

請
に
庭
じ
て
海
賊
識
別
の
た
め
の
官
僚
の
抵
遣
に
同
意
し
た
。

一
八
五
六
年
二
月
に
一
帽
建
水
師
は
英
艦
ピ
タ
l
ン
艦
長
の
要

一
八
五
七
年
三
月
三
十
日
、
度
門
道
墨
は
官
官
E

神
円
か
ら
の
米
輸
迭
ジ
ヤ
ン
ク
船
圏
を
慶
門
近
郊
で
贋
艇
が
掌
捕
し
た
と
い
う
情
報
を
停
え
、
イ

ギ
リ
ス
軍
艦
の
出
動
を
要
請
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
こ
れ
に
麿
じ
、
ス
ル

1
プ
型
艦
カ
ミ

1
ラ

(

(

リ

3
乱
含
)
が
出
動
し
て
海
賊
の
捜
索
・
掃

(
附
)

討
に
あ
た
っ
た
。
こ
こ
か
ら
中
国
商
人
↓
清
朝
地
方
官
僚
↓
イ
ギ
リ
ス
領
事
↓
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
と
い
う
情
報
惇
達
回
路
が
成
立
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
海
軍
と
清
朝
地
方
官
僚
の
賓
質
的
な
協
力
瞳
制
構
築
は
、
康
艇
に
も
打
撃
を
奥
え
、
同
時
期
の
唐
束
沿
海
に
お
け
る
イ

(

即

)

(

山

)

ギ
リ
ス
海
軍
と
清
朝
の
協
力
に
よ
る
海
賊
掃
討
や
、
江
斯
商
人
が
購
入
し
た
汽
船
に
よ
る
唐
艇
鎮
塵
活
動
と
あ
い
ま
っ
て
、
康
東
人
海
賊
の
掻

大
を
阻
止
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
八
五

0
年
代
後
竿
に
お
け
る
康
東
人
海
賊
の
活
動
減
少
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

(
山
)

一
八
五
九
年
に
唐
艇
の
雇
用
は
再
び
行
わ
れ
て
い
る
が
、
翌
年
に
は
一
帽
州
で
の
一
帽
建
人
と
の
騒
擾
を
契
機
と
し
て
贋
艇
が
幅
州
附

(
川
)

近
か
ら
も
排
除
さ
れ
た
。
排
除
さ
れ
た
麿
艇
が
同
年
七
月
に
は
温
州
附
近
で
活
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
麿
艇
は
一
耐
建
海
域
か
ら
排
除
さ
れ
つ

(
邸
)

つ
あ
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
一
八
六

O
年
十
一
月
十
九
日
、
慶
艇
の
船
隊
十
八
隻
、
人
員
二

l
三
千
人
が
一
帽
州
に
侵
入
を
試

(
山
)

み
て
撃
破
さ
れ
、
大
き
な
損
害
を
出
し
た
。
こ
こ
に
幅
建
沿
海
に
お
け
る
贋
東
人
海
賊
の
全
盛
期
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、

r-¥ 

¥ー/

地
域
秩
序
の
確
立

イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
活
動
は
地
域
の
秩
序
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
。
と
り
わ
け
、
慶
門
に
軍
艦
が
停
泊
し
て
い
る
こ
と
は
、
決
定
的
に
重
要

で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
慶
門
停
泊
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、

一
八
五
一
年
に
慶
門
に
海
賊
が
接
近
し
た
際
に
、

イ
ギ
リ
ス
領
事
が
一
帽
州
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(

出

)

(

出

)

か
ら
慶
門
へ
の
軍
艦
回
航
を
主
張
し
た
よ
う
に
、
開
港
場
へ
の
軍
艦
配
備
数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。

五
三
年
に
も
イ
ギ
リ
ス
領
事
ロ
パ

l
ト
ソ
ン
(
ロ
ロ

HNor-s己
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
は
一
日
た
り
と
も
慶
門
を
不
在
に
し
な
い
ほ
、
つ
が
い
い

(
山
)

と
主
張
し
て
い
る
。

一
方
清
朝
地
方
官
僚
の
側
で
も
、
一
八
五
四
年
に
小
万
舎
が
鎮
医
さ
れ
た
後
、
慶
門
這
蓋
は
自
ら
の
管
轄
内
で
反
乱
が
起
こ
っ
た
際
に
は
イ

(
出
)

ギ
リ
ス
軍
艦
の
援
助
に
期
待
し
て
い
た
。
ま
た
、

一
八
六

O
年
に
慶
門
道
官
室
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
釘
し
て
、
海
賊
の
艦
隊
が
慶
門
を
攻
撃
す
る

と
い
う
威
嚇
に
よ
っ
て
相
嘗
な
恐
慌
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
港
内
の
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
ブ
リ
グ
型
艦
と
多
く
の
外
国
船
が
慶
門
の

(
川
)

安
全
を
十
分
保
詮
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
遮
べ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
慶
門
に
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
が
停
泊
し
て
い
る
こ
と
が
海
賊
な
ど
か
ら
慶
門
を
防
衛
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
、
イ
ギ
リ
ス

領
事
、
清
朝
地
方
官
僚
讐
方
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
賓
際
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
存
在
す
る
慶
門
を
海
賊
が
海
上
か
ら
攻
略
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
試
み
す
ら
行
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
結
果
、
慶
門
と
い
う
開
港
場
の
安
全
が
確
保
さ
れ
、
開
港
場
に
お
け
る
外
国
船
貿
易
に
海
賊
が
影
響
を
輿
え
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
ア
ヘ
ン
貿
易
船
も
開
港
場
附
近
に
移
動
し
た
こ
と
も
あ
り
、
外
園
船
交
易
の
開
港
場
へ
の
集
中
は
確
立
し
た
。
こ
こ
に
、

九
世
紀
初
頭
以
来
の
閏
南
に
お
け
る
貿
易
の
分
散
化
は
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
慶
門
周
遺
地
域
に
お
い
て
中
園
ジ
ヤ
ン
ク
を
襲
撃
す
る
海
賊
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
海
軍
は
公
海
で
の
海
賊

(m) 

掃
討
活
動
は
行
っ
た
が
、
原
則
的
に
は
領
海
内
で
の
活
動
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
領
海
内
で
の
治
安
は
清
朝
が
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。し

か
し
、

一
八
五
四
年
、
同
安

515 

一
八
五

0
年
代
前
宇
、
清
朝
の
慶
門
周
遣
に
お
け
る
軍
事
力
は
近
隣
の
海
賊
鎮
匿
に
す
ら
不
足
し
て
い
た
。

牒
沿
海
の
村
民
が
慶
門
と
周
遣
の
ジ
ヤ
ン
ク
交
易
に
封
し
て
海
賊
行
矯
を
行
い
、
慶
門
と
津
州
・
泉
州
の
交
通
を
阻
害
し
て
い
る
た
め
、
イ
ギ

(m) 

リ
ス
領
事
パ

1
ク
ス
は
村
落
を
鎮
医
す
る
こ
と
を
一
帽
建
水
師
提
督
李
廷
鉦
に
要
請
し
た
。
こ
れ
は
、
パ
ー
ク
ス
が
、
開
港
場
で
あ
る
慶
門
と
後

十
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背
地
の
聞
の
交
通
の
安
全
確
保
を
重
覗
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

(
四
)

こ
れ
に
釘
し
て
李
廷
鉦
は
以
前
は
鎮
匿
に
失
敗
し
た
が
、
再
度
陸
海
の
部
隊
に
鎮
犀
一
命
令
を
出
し
た
と
パ

l
ク
ス
に
返
答
し
て
い
る
。
し
か

し
パ

l
ク
ス
は
、
水
師
提
督
は
同
安
の
反
乱
に
荷
捨
し
た
村
落
は
鎮
医
し
た
が
、
海
賊
の
村
落
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
軍
事
力
の
不
足

(

m

)

(

別
)

(
船
上
で
勤
務
可
能
な
の
は
数
再
人
)
か
ら
放
果
が
な
い
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
地
方
の
軍
事
力
の
不
足
と
と
も
に
、

地
方
官
僚
達
が
反
乱
勢
力
以
外
に
針
し
て
は
寛
容
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
一
八
五
九
年
一
一
月
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
報
告
で
も
慶
門
港
の
近
く
で
海
賊
行
矯
が
行
わ
れ
、
慶
門
周
園
の
村
落
や
慶
門
市
内
で
も
代
金

(
凶
)

の
た
め
に
柱
致
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
同
年
の
問
所
総
督
慶
端
の
上
奏
で
も
、
馬
巷
臆
柏
頭
郷
の
住
民
が
海
賊
を
繰
り
返
し
、
柏
頭
郷

に
水
師
が
逮
捕
に
む
か
つ
た
隙
を
見
て
慶
門
の
内
港
で
略
奪
を
行
っ
た
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
水
師
が
慶
門
に
集
結
し
て
柏
頭
郷
の
鎮
匪

(
邸
)

を
計
量
し
て
い
る
が
、
水
師
提
標
中
軍
参
将
醇
師
儀
が
鎮
匿
に
積
極
的
で
な
い
と
さ
れ
て
慮
罰
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
地
方
の
武
官
達
が
鎮
匪

に
不
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、

(
凶
)

り
、
地
域
的
な
海
賊
活
動
の
掻
大
は
阻
止
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
八
五
九
年
十
月
に
は
醇
師
儀
も
参
加
し
て
柏
頭
郷
の
掃
討
は
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
お

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
清
朝
地
方
官
僚
は
慶
門
周
遣
の
海
賊
を
根
絶
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
開
港
場
の
貿
易
が
安
定
し
て

そ
こ
に
貿
易
が
集
中
し
、
反
乱
勢
力
を
鎮
医
し
て
麿
艇
の
活
動
を
抑
制
し
た
現
在
、
慶
門
の
清
朝
地
方
官
僚
に
と
っ
て
小
規
模
な
海
賊
活
動
は

大
き
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
一
八
五

0
年
代
末
に
は
幅
建
南
部
に
お
い
て
、
貿
易
の
慶
門
へ
の
集
中
と
大
規
模

一
七
世
紀
末
に
確
立
さ
れ
た
の
と
あ
る
意
味
同
様
な
沿
海
の
秩
序
を
ほ
ぼ
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

(
郎
)

地
方
の
官
僚
達
に
と
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
地
域
へ
の
介
入
は
不
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
少
の
時
間
差
は
あ
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
秩
序

な
海
賊
集
圏
の
消
滅
に
よ
り
、

回
復
は
一
八
六

0
年
代
以
降
、
他
の
開
港
場
で
も
達
成
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
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お

わ

り

本
稿
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
開
港
後
に
お
け
る
貿
易
の
開
港
場
へ
の
集
中
は
、
沿
海
部
で
ア
ヘ
ン
貿
易
な
ど
に
従
事

し
て
い
た
人
々
に
打
撃
を
輿
え
、
海
賊
の
増
大
を
招
い
た
。
海
賊
活
動
の
活
護
化
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
不
介
入
政
策
を
轄
換
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス
海

軍
は
開
港
場
を
起
貼
と
し
て
海
賊
の
掃
討
を
開
始
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
規
模
な
海
賊
の
編
成
は
不
可
能
に
な
り
、

一
八
四

0
年
代
末
ま
で
に

海
賊
集
園
は
抑
え
込
ま
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
出
現
の
な
か
で
、
一
相
建
人
海
賊
は
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
よ
る
海
賊
掃
討
、
庚
東
人
勢
力
の
掻
大
、
小
刀
舎
な
ど
の
反
乱
に

お
け
る
敗
北
に
よ
り
そ
の
宋
代
以
来
の
中
園
沿
海
に
お
け
る
影
響
力
を
失
っ
た
。

一
方
、
唐
東
人
海
賊
は
欧
米
人
と
の
関
係
、
安
全
な
根
按
地

の
活
用
、
清
朝
水
師
へ
の
参
入
、
虞
東
人
商
人
の
利
用
に
よ
り
勢
力
を
沿
海
部
全
域
に
掻
大
し
、

一
八
五

0
年
代
中
頃
に
そ
の
勢
力
は
最
大
と

な
っ
た
。

こ
れ
に
封
し
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
は
慶
門
の
よ
う
に
地
方
官
僚
と
の
協
力
関
係
の
成
立
し
て
い
た
開
港
場
を
擦
黙
と
し
て
虞
束
人
海
賊
を
抑
え

込
み
、
開
港
場
開
の
欧
米
船
の
貿
易
の
安
全
を
確
保
し
、
分
散
化
し
て
い
た
貿
易
の
開
港
場
へ
の
集
中
を
導
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
他
の
開
港

場
に
も
掻
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
清
朝
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
拍
建
人
海
賊
を
掃
討
し
、

の
ち

に
は
贋
束
人
海
賊
を
も
抑
制
し
て
沿
海
秩
序
の
再
編
を
成
し
遂
げ
た
。
清
朝
は
、

い
わ
ば
イ
ギ
リ
ス
海
軍
を
「
招
撫
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中

園
人
海
賊
を
招
撫
す
る
よ
り
も
軽
い
財
政
負
捨
で
確
賓
に
沿
海
秩
序
を
回
復
し
た
と
い
え
る
。

517 

ア
ロ

l
戦
争
の
結
果
、
天
津
・
北
京
僚
約
に
よ
っ
て
、
清
朝
は
海
賊
掃
討
に
お
い
て
正
式
に
イ
ギ
リ
ス
と
の
協
調
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に

(m) 

な
る
が
、
こ
れ
は
開
港
後
に
各
地
で
行
わ
れ
て
き
た
地
域
的
な
清
朝
と
イ
ギ
リ
ス
の
協
調
の
追
認
及
び
全
開
港
場
へ
の
掻
大
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(
問
)

そ
し
て
一
八
六

0
年
代
、
海
賊
掃
討
の
進
展
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
末
か
ら
の
華
南
沿
海
一
帯
に
お
け
る
海
賊
の
時
代
は
終
需
を
迎
え
る
。
開

港
場
に
貿
易
が
集
中
し
、
外
園
人
税
務
司
制
度
が
開
港
場
に
債
が
る
の
と
あ
い
ま
っ
て
、
中
園
沿
海
は
開
港
場
を
中
心
と
し
た
新
た
な
時
代
に
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(
凶
)

入
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
八
六
八
年
以
降
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
固
に
お
け
る
軍
事
力
行
使
を
抑
制
し
て
い
く
一
方
で
、
同
年
、
中
園
最

(m) 

初
の
汽
走
砲
艦
が
江
南
製
造
局
で
建
造
さ
れ
、
中
国
近
代
海
軍
が
勃
興
し
た
。
結
果
と
し
て
清
朝
は
、
自
ら
の
下
で
沿
海
秩
序
再
編
を
完
成
し

た
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
秩
序
は
、
近
代
海
軍
の
技
術
的
優
位
と
海
闘
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
よ
っ
て
あ
る
意
味
で
清
初
よ
り
も
強
固
で
あ
っ

518 

た
と
い
え
よ
、
っ
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
過
程
で
排
除
さ
れ
た
沿
海
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
封
一
除
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
海
賊
の
問
題
と
深
く
閲
連
し
な
が
ら
今
回
扱

わ
な
か
っ
た
海
難
の
問
題
を
含
め
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

++目-

M

百(
1
)

の
E
円
。
町
D
H
a

切
コ
HNhb
入山礼
E
q
n
N
P
お
お
に
の
」
日
立
弓
足
、
qhNH内』し円∞
ωい
N

N∞
q
h
N
H
K
C
ロ
(
目
。
口
問
。
明
白
P
H
ν
山
口
「
叶
円
。
ロ
ロ
}
了
叶
H戸一
u
口
OH
除
。
。
リ

「
叶
ロ
リ
戸
。
品
。

(
2
)

』
c
r口
問
司
伊
良
古
田
口
]P

同
】
、
巨
弘
、
ミ
え
り
ぢ
円
。
喜
一
品
会
。
S
N
b
G
(リ
bN川

NE

。
s
h
R
同j
r
o』守
3
2
h
A
¥
同晶、叫」之
RH守

HUミ円』ゆ同∞
4
U
H
∞
hh唱団

(U
出口
Hl

t
ロ門日開。リ

y~[
戸印印

e
岡
山
岡
〈
山
門
門
目
白
巴
〈
OH目
見
出
刊
可

Hogw
戸市山印
ω

(
3
)

松
浦
章
は
列
強
の
掃
討
に
よ
る
大
規
模
な
海
賊
か
ら
小
規
模
な
海

賊
と
い
う
総
長
化
を
指
摘
す
る
。
松
浦
章
『
中
岡
の
海
賊
』
(
東
方
主
目

庖
、
一
九
九
五
年
)
一
五
八
頁
。
ま
た
、
一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
役
割
を
扱
っ
た
下
記
の
文
献
で
も
海
賊
問
題

に
鰯
れ
て
い
る
。
横
井
勝
彦
『
ア
ジ
ア
の
海
の
大
英
帝
園
|
|
一
九

位
紀
海
洋
支
配
の
構
園
』
(
同
文
館
山
版
、
一
九
八
八
年
)
二

O
八

l
二
O
九百円。

(
4
)

本
稿
で
取
り
上
げ
る
一
帽
建
人
は
主
と
し
て
閑
南
人
の
こ
と
を
指
す
。

虞
束
人
は
珠
江
デ
ル
タ
の
康
東
人
(
虞
府
人
)
と
潮
州
人
の
雨
方
を

」

含
む
。
こ
の
雨
者
は
本
来
匝
別
す
べ
き
で
あ
る
が
、
史
料
上
恒
別
で

き
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
便
宜
的
に
こ
の
呼
稀
を
用
い
る
。

(
5
)

本
書
で
使
用
す
る
外
交
文
書
、
海
軍
省
文
書
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
0
0
2え

F
E
E
H
J
5
m
ロ
2
H
H
2
(
以
下
司
(
〕
と
略
稽
)
ゆ

何
百
寸
日
印
印
可
臼
ロ
(
目
。
。
ロ
印
己
mHH
〉門口
}HFJ「
2

(リ

}HF
口
印
。
。
円
耳
印
日
)
C
E
r
ロロ⑦

ω
2
5回
目
(
以
下
司
()NN
∞
と
略
稽
)

u

同り

()wpロ
r
g
印可山口門目。

sz

z
?古
口
}HH〈
2
(
U
E
E
e
〉
B
O
可
(
以
下
司
0
2
ω

と
略
稀
)
J
O
R
三

回
三
日
出
〉
L
B
E
色々
ゆ

(
U
E
口白

ω
s
t
c
p
(
以
下
〉
ロ
Z
H
N
印
と
略

稀
)
o

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
女
王
が
版
権
を
有
す
る
未
公
刊
文
書

か
ら
の
引
用
は
イ
ギ
リ
ス
園
立
公
文
書
館
の
規
定
に
従
い
岳
巾

(UC
巳
H
o
-
-
2
0
片岡
2
呂
田
]
2
々
〆

ω
z
t
c
E
々
2
r
の
め
か
ら
の
許
可

を
符
て
い
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

(
6
)

岡
本
隆
司
『
近
代
中
固
と
海
閥
」
(
名
古
屋
大
皐
出
版
舎
、

九
九
年
)
六
O
l
七
五
頁
。

(
7
)

首
該
期
の
海
賊
活
動
に
つ
い
て
は
、
松
浦
章
前
掲
書
、

一O
五

!
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一二

O
頁
参
照
。

(
8
)

嘉
慶
海
冠
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
庚
東
海
域
に
つ
い
て
は

目

白

口

出

呂

戸

ロ

ミ

ヨ

出

ミ

N
E

。¥N
b
q
~
E
H
b
G
N
P
b
p
b
h
H
H勺

S

N
∞
l
N
Q
ω
Zロ
甘
え

ω
Eロ目白円
L
d
E〈
2
2
門司勺円。印印
a

戸
市
山
∞
叶
を
、
一
服

建
海
域
に
つ
い
て
は
勝
田
弘
子
「
清
代
海
{
惑
の
乱
」
「
史
論
(
東
京

女
子
大
同
学
)
』
一
九
、
一
九
六
八
年
を
参
照
。
海
賊
の
枇
曾
史
的
分

析
に
は
下
記
の
文
献
が
あ
る
。
同
o
r
o
z
」
〉
旦
富
山
ア
ト
N
P
町
3
H
b

見
。
む
た
お

m
S
H
r
F
R
叫
」
守
司
有
ミ
ミ
出
ミ
さ
き
九
匂
S
L
E
2
W
4
2

h
む
な
」
「
語
、

2NQ~
旬
。

NhS
〔

U
Eおむ
'
H出
印

H
H
H
E
R
O
H
向
山
田
門
〉
白
山
口

ω
門戸
l

L
H
O
P

∞2
r巾
-o可
e
d
E〈
2
2
Q
O『

(

リ

山

-
H
h
G
5
5
u
N
C
C
ω
・

(
9
)

拙
稿
「
闘
卑
沿
海
民
の
活
動
と
清
朝
|
|
一
九
位
紀
前
中
十
の
ア
ヘ

ン
貿
易
活
動
を
中
心
に
」
『
東
方
的
学
報
』
京
都
七
五
、
二

O
O
三
年
、

二
O
五
l
二
二
八
頁
。

(
日
)
拙
稿
「
清
朝
と
漠
好
|
|
ア
ヘ
ン
戦
争
時
の
一
組
建
・
慶
束
、
沿
海
民

釘
策
を
中
心
に
」
森
時
彦
編
『
中
岡
近
代
化
の
動
態
構
造
』
(
京
都

大
皐
人
文
科
向
学
研
究
所
、
二

O
O
四
年
)

0

(
日
)
『
宮
中
指
道
光
朝
奏
摺
』
(
図
立
故
宮
博
物
院
所
戴
)
第
十
七
輯

(
O
O九
二
一

O
)
一
一
一
九
l
一
一
一
一
一
百
ハ
、
閑
漸
総
督
劉
韻
珂
な
ど

の
道
光
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
の
L
L
奏
「
窃
照
閑
省
津
泉
等
府
、

地
底
沿
海
、
俗
向
兇
頂
、
其
間
無
業
之
徒
、
往
往
出
洋
馬
盗
。
而
泉

州
府
馬
巷
膳
所
属
之
陳
頭
、
柏
一
頭
等
郷
、
尤
矯
盗
賊
淵
薮
。
該
匪
徒

等
毎
於
春
夏
之
交
、
統
借
捕
九
四
…
名
色
、
招
集
無
頼
、
整
備
船
隻
器
械
、

分
赴
関
所
各
洋
、
四
出
期
掠
、
及
至
冬
問
、
則
各
潜
蹄
巣
穴
。
歴
久

相
沿
、
幾
同
習
慣
o
」

(
ロ
)
『
宮
中
槍
道
光
朝
奏
摺
』
第
十
九
輯

(
O
一
O
一
六
O
)
六
五
l

519 

」

六
六
頁
一
脂
建
水
師
提
拡
白
書
貝
辰
彪
の
這
光
二
十
七
年
三
月
二
十
二
日

の
上
奏
。

(
日
)
「
宮
中
橋
成
豊
朝
奏
摺
」
第
四
輯

(
O
O
二
O
二
六
)
七

0
0頁

幅
建
水
師
提
督
鄭
高
鮮
の
成
幽
R

二
年
四
月
十
一
日
の
上
奏
。

(
比
)
イ
ギ
リ
ス
領
事
も
、
慶
門
で
最
も
低
い
階
層
の
人
々
が
海
賊
に
参

加
し
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。
可
O
N
N
∞
¥

Z

F
印
可
ぎ
ロ
ぢ

切
口
口
『
山
口

f
z
o
ω
ω
ヨ
C
2
0
r
R
N
A
Y
-
∞kH匂

(日
)

7

向日
E
吋
〉
。
も
・
門
誌
当
日
)
少
張
中
訓
「
清
嘉
慶
年
間
闘
樹
海
盗
組
織
研

究
」
中
央
研
究
院
三
民
主
義
研
究
所
中
園
海
洋
設
展
史
編
輯
委
員
曾

編
「
中
国
海
洋
愛
展
史
論
文
集
』
第
二
輯
(
中
央
研
究
院
三
民
主
義

研
究
所
、
一
九
八
六
年
)
、
安
楽
博
(
岡
山
C

官
三
〕
〉
巳

03)
「
罪
犯

或
受
害
者
一
試
析
一
七
九
五
年
至
一
八
一

O
年
虞
東
省
海
採
集
園
之

成
因
及
其
成
凶
之
枇
合
背
景
」
湯
照
勇
主
編
『
中
園
海
洋
愛
展
史
論

文
集
』
第
七
輯
(
中
央
研
究
院
中
山
人
丈
枇
合
科
学
研
究
所
、
一
九

九
九
年
)
四
四
六
頁
。

(
凶
)
前
掲
拙
稿
「
清
朝
と
漢
好
」
七
l
八
頁
。

(
げ
)
「
宮
中
橋
這
光
朝
奏
摺
」
第
十
九
輯

(
O
一
O
五
O
七
)
五
五
六

ー
五
六
O
頁
、
署
闘
漸
総
督
徐
継
舎
の
遁
光
二
ト
七
年
六
月
二
十
七

日
の
上
奏
。

(
凶
)
宮
出
道
昭
「
一
九
世
紀
後
半
期
、
中
園
沿
岸
部
の
市
場
構
造
|
|

「
小
植
民
地
化
」
に
閲
す
る
一
楓
黙
」
『
歴
史
皐
研
究
』
五
五

O
、

一
九
八
六
年
、
七
頁
。

(
日
)
中
園
第
一
一
歴
史
槍
案
館
編
『
鴻
片
戦
争
槍
案
史
料
』
(
天
津
士
円
籍

出
版
壮
、
一
九
九
二
年
)
第
七
冊
、
四
一

O
頁
「
閑
淵
総
督
劉
韻
珂

等
奏
潟
設
法
稽
査
慶
門
貨
船
伶
漏
走
私
情
形
片
」
(
遁
光
二
十
四
年

十

「
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一
一
月
初
八
日
「
軍
機
慮
録
副
奏
摺
」
、
以
下
「
軍
録
」
と
略
稀
)
「
姦

擦
該
司
査
有
何
暦
郷
、
卓
崎
、
深
鵜
等
慮
、
均
在
慶
門
口
外
、
水
陸

交
通
、
従
前
内
地
商
船
販
貨
赴
度
、
各
該
庭
問
有
勾
通
走
漏
之
事
。

内
何
暦
郷
入
門
衆
多
、
民
情
績
惇
、
較
卓
崎
等
庭
尤
甚
。
自
夷
人
至

慶
互
巾
、
該
郷
好
民
以
潟
有
利
可
園
、
卵
開
設
私
行
、
置
造
船
隻
、

希
園
勾
串
夷
船
、
於
口
外
卸
貨
走
私
。
因
開
市
不
久
、
各
夷
船
皆
直

販
入

U
、
該
郷
好
民
未
能
即
興
、
各
夷
勾
結
、
向
無
走
漏
之
事
。
」

(
却
)
開
港
後
の
慶
門
で
は
「
需
輪
」
が
横
行
し
て
い
た
o

問
自

5
2
r

。hv
R
F
官
官

ωhF叶

ω
印。

(
幻
)
『
宮
中
槍
成
豊
靭
奏
摺
」
第
四
輯

(
0
0
一
七
二
二
)
二
合
一
丁

一
六
五
頁
、
間
柄
総
督
季
芝
昌
生
寸
の
成
豊
元
年
十
二
月
十
八
日
の
上

奏。

(
幻
)
『
宮
中
棺
成
豊
朝
奏
摺
』
第
四
輯

(
O
O
一
七
一
四
)
一
ム
ハ
六
l

一
六
五
頁
、
閤
斯
総
督
季
芝
昌
等
の
成
堕
元
年
十
二
月
十
八
日
の
上

奏
附
奏
。

(
お
)
】
幅
建
水
師
の
船
隻
数
は
二
百
数
十
隻
以
上
、
兵
額
は
約
一
二
寓
人
で

清
朝
水
師
の
中
で
も
最
大
の
規
模
で
あ
っ
た
。
王
家
倹
「
清
代
的
線

材
宮
水
師
(
一
六
八
一
一
八
六
回
)
」
『
近
代
中
園
海
防
軍
事
輿
経

済
』
(
香
港
中
国
近
代
史
的
学
合
、
一
九
九
九
年
)
二

O
一
l
二
O
三

百円。

(μ)
張
集
馨
撰
『
道
成
宜
海
見
開
銀
』
(
中
華
圭
目
局
、
一
九
八
一
年
)

六
三
頁
「
ー
洋
郡
城
外
有
軍
功
廠
、
毎
月
一
保
遁
督
造
戦
船
一
隻
、
以
骨
周

駕
験
巡
絹
之
用
。
其
賓
水
師
将
船
領
去
、
或
賃
輿
商
買
販
貨
運
米
、

或
賃
奥
過
吉
室
往
来
差
使
、
偶
然
出
洋
、
亦
不
遇
寄
碇
海
漬
而
己
、
従

無
輯
獲
洋
盗
多
起
之
事
。
水
師
奥
洋
盗
、
日
正
一
日
疋
二
、
其
父
震
洋
盗
、

」

其
子
矯
水
師
、
日
記
所
恒
有
。
水
師
兵
丁
、
誤
差
革
退
、
即
去
而
矯
洋

、
盗
、
帆
宮
中
招
募
水
師
兵
丁
、
洋
品
川
町
即
来
入
伍
、
誠
以
沙
線
海
湖
、
非

熟
悉
情
形
者
不
能
充
補
。
」

(
お
)
「
這
成
宮
海
見
開
銀
』
六
三
頁
。

(
お
)
『
鵜
片
戦
争
指
案
史
料
」
第
四
冊
、
二
三
六
百
円
「
閑
漸
総
督
顔
伯

事
烹
奏
報
ハ
疋
海
鎖
海
失
守
閑
防
兵
車
不
能
赴
援
情
形
摺
」
(
道
光
二
十

一
年
九
月
初
八
日
「
軍
録
」
)
「
至
於
】
脂
建
逼
省
海
円
最
要
次
要
不
下

六
七
十
庭
、
在
在
需
兵
防
守
、
本
省
兵
額
無
多
、
陸
路
不
敷
分
一
点
。

是
以
多
募
郷
勇
気
助
、
水
路
則
哨
船
止
可
撃
線
、
高
不
能
常
夷
船
之

砲
火
。
而
臣
所
浩
之
船
隻
四
十
徐
焼
、
逆
夷
閥
進
慶
門
後
悉
被
焼
焚
、

大
小
各
砲
亦
被
推
入
海
内
、
此
時
船
砲
倶
無
、
水
師
亦
難
以
前
赴
o
」

(
幻
)
「
宮
中
槍
成
豊
朝
奏
摺
」
第
三
輯

(
O
O
二
二
七
七
)
四
七
三
l

四
七
七
頁
、
悶
漸
総
督
裕
瑞
の
成
幽
宣
元
年
十
月
初
十
日
の
上
奏
。

(
お
)
司
O
N
N
∞¥吋
H

F

3
刊
さ
口
ぎ
り
山
4
2
印'
z
o

。Nゆ
]
己
可
同
市
Y
H
∞A
F

吋

(
M
U
)

司
O
N
N
∞
¥
沼
山
円
、
3
λ
O
出
円
。
目
。
出
}
H
m
H
E
u
z
c
ω
o
-
0
2
c
F
2
1
H
ω
リ

]{∞
h
p
m
w
 

(
初
)
司
O
N
N
∞
¥
沼
山
開
ロ
己
O
印戸
5
5
H
L
3
λ
C
回
件
。
出
C
ロF
m
H
B
u
z
o
ω
Cリ

C
2
0
F
O
H
H
ω

一
広
山
中
句
。

(
況
)
司
O
N
N
∞¥叶
H
H
K
3
λ
口
出
ぎ
り
ω〈
H
F
H
A
D
m
v
~
戸
り
ぬ
円
。
B
r
2
N
Y

]{∞
h
H
吋

(
沼
)
司
O
N
N
∞
¥
沼
山
下
山
可
吉
国
門
口
ロ
ロ
ロ
『
山
田
ヨ
H
A
D
-
一凶a
]

戸ロ
o
p
H
∞九戸匂

(
お
)
イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
中
で
は
通
常
者
。
丘

(US己
目
白
色
と
記
さ

れ
る
が
、

n
g
z日
目
。
「
日
岳
山
と
誇
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
諜
語

は
二
疋
せ
ず
、
虞
義
に
は
宮
崎
東
船
と
な
る
。

(
は
)
「
宮
中
槍
成
豊
朝
奏
摺
」
第
六
輯

(
O
O
二
七
九
六
)

十

九

「
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七
1

一
O
八
頁
。
こ
の
ほ
か
に
海
賊
の
影
響
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ

、「ノ
O

(
日
)
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
活
動
に
釘
し
て
は
慶
門
の
官
僚
だ
け
で
は
な
く
、

度
門
の
住
民
も
貿
易
へ
の
援
助
と
同
胞
の
解
放
に
感
謝
し
て
い
た

O

H
H
O
N
N
∞
¥
匂
∞
下
回
3
0ロ
ぢ
ロ
ロ
ロ
『
山
田
明

Z
D
H
ω
ゆし「
E

5
少

は

広

匂

む

ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
が
イ
ギ
リ
ス
海
軍
と
白
ら
の
役
割
を
強
調
し

て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

四

川

)

司

O
N
N
∞
¥
吋
H
F
m
H
V
λ
cロ
ざ
り
虫
、
5
H
A
口市山
m
y

り
ぬ
円
。
H
H
H
r
2
N
H

H∞
件
、
吋
リ
町
C
N
N
∞
¥
市
山
市
山
「
白
川
『
円
。
ロ
円
。
切
O
ロ
}
E
H
H
H
a
z
o
-
ω
ヨ
し
「
戸
口
。

hy

H
m
山中市山

(
印
)
町
O
N
N
∞
¥
H
印
日
目
ロ
ロ
]

H

E
河
口
r
R
Z
Oロ
円
。
切
D
E
F
2
H
Y
H
A
D
-
o
ω
リ

ロ
⑦
円
m
w
B
T肖
H
U

同
∞
日

ω

(

川

山

)

司

C
N
N
∞
¥
同
吋
同
日
ロ
ロ
-eHロ
ω
E
n
-由
民
ざ
出
。
唱
ロ
ロ
間
ヨ

Z
0
・
仏
ゲ
ト
「
己
可

同
日
∞
印
A
F

(
日
)
一
八

O
九
年
に
海
賊
連
合
の
規
模
は
千
八
百
隻
、
七
寓
人
に
達
し

た
と
い
う
o
y
向
日
門
戸
可
岨
口
も
門
誌
ゆ
日
)
呂

(
臼
)
嘉
慶
海
冠
に
お
い
て
一
八

O
五
年
に
成
立
し
た
虞
東
の
海
賊
の
同

県
は
七
人
(
の
ち
六
人
)
の
首
領
の
率
い
る
艦
隊
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
艦
隊
は
各
七
十
l
三
百
隻
の
規
模
を
も
っ
た
が
、
そ

の
艦
隊
も
十
l
四
十
隻
の
小
艦
隊
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
回
目
え
よ

官

官

。

c
l。一戸

(
出
)
慶
門
小
万
舎
の
反
乱
の
経
緯
に
つ
い
て
は
下
記
の
文
献
を
参
照
。

佐
々
木
正
哉
「
成
幽
=
一
三
一
年
度
門
小
万
舎
の
叛
乱
」
『
東
洋
間
字
報
」
四

五
|
四
、
一
九
六
二
一
年
、
黄
嘉
誤
「
英
人
奥
慶
門
小
万
舎
事
件
」

『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
』
七
、
一
九
七
八
年
。
時
園
華

」

僑
と
小
刀
舎
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
五
港
開
港
期
慶
門
に
お
け
る
蹄
園

華
僑
」
『
束
ア
ジ
ア
、
近
代
史
』
三
、
二

0
0
0年
を
参
照
。

(

臼

)

〔

u
b
N
S
Q

足
お
む
(
以
下
。
足
と
略
稀
)
ヨ
〉
戸

m
g
ニ
Y
H
∞印
ω
s
H
)
5
0

(

町

山

)

司

O
N
N
∞
¥
目
印
印
切
山
口
r
r
o回
目
。
件
。
目
。
ロ
}
g
H
H
Y
Z
C
⑦
タ
〉
戸
市
叫
戸
三

ω]{
戸
∞
日

ω

(
以
山
)
李
廷
鉦
は
同
族
や
園
練
を
率
い
て
小
万
舎
鎖
医
に
参
加
し
て
功
績

を
翠
げ
た
と
さ
れ
る
。
上
海
師
範
大
皐
歴
史
系
中
園
近
代
史
研
究

室
・
中
圏
第
一
一
歴
桔
案
館
編
輯
部
編
『
一
脂
建
・
L

上
海
小
刀
合
槍
案
史

料
匿
編
』
(
幅
建
人
民
出
版
枇
、
一
九
九
三
年
)
一
六
九
頁
、
「
内
閣

明
授
賞
給
在
慶
協
助
鎮
医
小
万
含
有
功
之
己
革
提
督
李
廷
鉦
二
品
頂

戴
上
議
」
(
成
豊
三
年
九
月
初
六
日
「
軍
機
慮
上
議
棺
」
)
な
お
、
本
子

廷
鉦
は
嘉
慶
海
冠
鎮
医
で
活
躍
し
た
李
長
庚
の
養
子
で
あ
る
。

(
訂
)
中
岡
第
一
一
歴
史
棺
案
館
編
『
清
政
府
鎮
慶
太
平
天
園
棺
案
史
料
』

(
利
曾
科
向
学
文
献
出
版
祉
、
一
九
九
三
年
)
第
九
冊
、
四
四
七
頁

「
王
怒
徳
奏
請
准
紅
間
早
船
暫
留
閑
省
合
剃
片
」
(
成
豊
三
年
八
月
二

十
五
日
「
軍
録
」
)
「
査
前
項
艇
船
、
前
於
六
、
七
月
雨
月
路
過
一
耐
建
、

選
旨
協
同
水
師
攻
剃
賊
匪
。
該
艇
船
砲
堅
利
、
弁
兵
勇
敢
、
奥
原
任

提
督
李
廷
鉱
白
帯
族
衆
、
活
水
陸
精
角
乃
勢
、
均
骨
周
逆
医
長
儒
。
今

}
札
南
軍
務
緊
要
、
雇
募
艇
船
、
本
位
同
剣
干
卑
述
、
白
一
腹
筋
令
飛
験
一
腹

援
。
惟
慶
門
剣
匪
正
在
得
手
、
提
堅
擦
除
、
巳
入
霊
園
、
従
此
雨
路

爽
攻
、
可
期
檎
渠
。
若
返
将
艇
船
撤
退
、
誠
恐
匪
談
復
張
、
兵
心
漸

玩
、
於
全
局
大
有
関
係

0

・:」

(ω
∞
)
「
幅
建
・
上
海
小
万
曾
槍
案
史
科
医
編
』
一
七
二
l

一
七
三
頁

「
寄
詠
一
拍
建
巡
撫
玉
愁
徳
著
筋
直
属
束
紅
車
船
迅
紋
江
南
不
得
久
留
閑

省
」
(
成
豊
一
二
年
卜
月
初
九
日
「
軍
機
庭
上
議
槍
」
)
に
あ
る
よ
う
に
、

十

「
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L 

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
リ
中
日
宍
)
仏

-
H
N
E待

ー「

紅
山
早
艇
を
至
急
江
南
に
移
動
さ
せ
る
よ
う
に
上
識
が
下
さ
れ
た
が
、

後
遮
の
よ
う
に
賓
際
に
は
慶
門
奪
固
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

(ω)
町

O
N
N∞
¥
H
印

日

月

D
r
R
Z
O口
吉
田
口
口
}
E
E
'
z
c
。
ω
リ
HAC〈
O
B
r
2

]
-
h
肝

H

∞日

ω

(

初

)

町

O
N
N∞
¥
H
印
日
河
口

r
R
Z
Oロ
円
。
切
ロ
ロ
}
E
H
H
Y
H
A
D
-
c
ω
リ
ロ
。
円
。
E

ー

寸。
H
H
H
∞日

ω

(

n

)

(

川
』
尚
一

F
B
E
2
5
'
E日
ωu
司

N
C
N

(
陀
)
司
O
N
N∞
¥
-
吋

-
T
R
r印
件
。
回
。
耳
口
口
問
リ

Z
C
日
「
]
己
可

ω
Y
H
∞
印
仏

(
ロ
)
黄
位
の
勢
力
は
鶏
龍
占
領
直
後
に
清
軍
に
撃
退
さ
れ
て
い
る
。

可
。

Nω
∞
¥
同
吋

H
M
)山門
]
G
H
O
出
。
耳
口
口
出

u
Z
O
吋∞

w
Z
O〈
巾
同
出
『

2
ω
N
W

Z
E
「
福
建
・
上
海
小
万
命
目
指
案
史
料
陸
編
』
二
九
四
l
二
九
五

頁
「
署
蓋
湾
鎮
線
兵
部
連
科
等
奏
剃
排
鶏
龍
等
地
小
万
曾
船
隊
情
形

及
鎖
医
斗
六
門
、
山
岡
山
起
事
片
」
(
成
豊
-
立
年
十
二
月
初
一
日
「
軍

録」
)

0

(
九
)
司
O
N
N∞
¥
日
吋

H
M
)
山
門
]
凶
印
門
口
出

D
当
ロ
ロ
間
叫

Z
D
吋∞

u
Z
O〈
O
B
r
2
N
N
リ

]{∞印仏

(

お

)

町

O
N
N∞
¥
H
吋
H
H
)
山門
}
G
吉
田
ロ
司
口
口
問
リ

HAC
∞
A
Y
口
。
円
。
E
F
R
H
N
リ

]-∞印
A
F

(
祁
)
前
掲
拙
稿
「
五
港
開
港
期
慶
門
に
お
け
る
蹄
園
華
僑
」
一
一
一

o
l

一一一一一百勺

(
打
)
司
O
N
N∞
¥
匂
∞
下
山
1
0ロ
門
C
H凶
O
ロ
「
山
口
H
U
Z
C
H
∞
リ
・
『
己
可

H
N
占
同
∞
九
日
ゆ

(
刊
山
)
〉
ロ
呂

H
N日
¥ω

〈
2
2
2
R
H
H
O
ω
3
1
B
G
己
'
0
2
o
t
o円
印

'
E印∞

(
内
)
司
C
N
N∞
¥
N∞
印
何
回
口
「

H

H
ロ

C
E
m
o
-
-
H
O

回

2

2リ

Z
o
。∞ゆ

ω
4
Z
B
t
o円
。
リ
同
∞
。
。

(
飢
)
寧
波
で
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
海
賊
行
局
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。

523 

」

同
村
山
口
r
山
口
}
♂
口
一
万
円
見
守
]μ
官。

ω
九戸]戸

ωλFNe

(
引
札
)
〉
ロ

Z
H
N印
¥
戸
出

E
L
Z
ω
4
E
D
R
U

〉
]
〕
ロ
-

〉
ロ

γ
向日

N
印
¥HU
出
向
ロ
(
同
件
。
∞
ぬ
可
自
己
戸
H'
し「
5
5
N
U
日
∞
印
吋

(
沼
)
C
E
F
2
H了
。
守
口
?
日
)
N∞品

(
∞
∞
)
町

C
N
N∞
¥
H
∞

∞

旬

日

}

G

Z

切
O
司
ロ
ロ
問
叫

Z
C
G
'

し
「
山
口
戸
山
HM「
印
リ

]-mw
印日

(
但
)
「
宮
中
槍
成
豊
朝
奏
摺
」
第
三
輯

(
O
O
二
二
七
七
)
四
七
三
l

四
七
七
頁
闘
樹
線
督
裕
瑞
の
成
剛
一
旦
元
年
十
月
初
十
日
の
上
奏

「
:
:
:
並
開
該
匪
等
錯
賊
緊
舎
、
倶
在
庫
民
東
香
山
懸
之
漉
門
、
香
港

及
斯
江
之
石
浦
、
温
州
等
慮
。
其
船
内
多
帯
私
貨
、
難
保
不
偏
矯
商

船
赴
各
庭
口
岸
鈎
告
。
」

(
お
)
た
だ
し
、
開
港
場
で
あ
る
寧
波
そ
の
も
の
が
開
港
後
に
海
賊
の
根

擦
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
明
日
H
F
S
F

。v
h
N
円ゆ

官
官

ωω
匂

ω
品。

(
山
山
)
町

O
N
N∞
¥
匂
∞
「
3
A
D同
門
口
出

D
口
}
戸
山
田
ヨ

Z
o
ω
ω
ヨ

ο
2
0
r
R
N
少

E
S
「
大
清
文
宗
額
皇
帝
賓
録
』
巻
四
二
、
成
豊
一
万
年
閏
八
月
甲

成
の
僚
に
よ
る
と
、
一
八
五

O
年
に
も
、
黄
富
興
が
以
前
雇
募
し
た

康
束
爽
板
船
が
漸
江
石
浦
沖
合
で
海
賊
行
活
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ

の
後
、
責
富
興
が
慮
罰
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

(
釘
)
「
清
代
官
員
履
歴
棺
案
全
編
」
(
華
東
師
範
大
挙
出
版
壮
、
一
九

九
七
年
)
第
二
虫
色
、
六
六
六
頁
。

(
∞
∞
)
鄭
高
鮮
の
堂
叔
蓋
湾
水
師
協
標
有
佳
守
備
も
潮
州
人
で
あ
っ
た
。

『
宮
中
棺
成
豊
朝
奏
摺
』
第
四
輯

(
O
O
一
九
一
六
)
五

O
一、

l
i
l
t

五

O
二
頁
、
関
市
川
総
督
季
芝
昌
の
成
豊
二
年
二
月
二
十
一
日
の
上
奏
。

(
鈎
)
司
O
N
N∞
¥
N印
H

Y
向
。
ロ
5
0ロ
Z

切
O耳
ロ
ロ
間

ψ
Z
O
叶

AF
〉
戸
四
戸
田
庁
同
∞
ゆ

tv 
品

]
-
∞
印
吋
'

十

「
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524 

z

g

た
だ
し
、
首
該
期
の
幅
建
水
師
提
督
楊
載
一
帽
(
岳
斌
)
は
湖

南
省
善
化
山
身
で
湘
軍
の
幹
部
と
し
て
釘
太
平
天
園
戦
に
従
事
し
て

い
る
の
で
、
首
時
金
門
鎮
水
師
線
兵
官
で
あ
っ
た
陳
園
泰
(
慶
州

人
)
等
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

(
卯
)
例
え
ば
盛
京
将
軍
突
興
は
、
一
八
五
一
年
に
山
東
登
州
鎮
守
備
で

あ
っ
た
先
述
の
黄
宵
興
に
命
じ
て
麿
艇
四
隻
を
一
一
一
ヶ
月
雇
用
し
、
そ

の
後
、
贋
束
で
麿
艇
を
建
造
さ
せ
て
水
勇
を
雇
募
し
、
金
州
の
水
師

の
兵
丁
・
水
手
に
技
套
を
皐
ば
せ
て
い
る
。
『
宮
中
桔
成
問
旦
朝
奏
摺
』

第
七
輯

(
O
O
三
三
五
四
)
二

O
二
l
二
O
四
頁
、
突
興
の
成
幽
一
一
旦
三

年
正
月
一
二
十
円
の
上
奏
。
た
だ
し
、
一
八
五
四
年
に
海
賊
が
漸
江
海

上
で
多
渡
し
た
こ
と
に
よ
り
、
寧
波
の
商
人
ら
が
慶
東
で
西
洋
式
蒸

気
船
を
購
入
し
た
の
を
手
始
め
と
し
て
(
『
宮
中
槍
成
豊
朝
奏
摺
」

第
十
三
輯

(
O
O
六
四
九
六
)
五

O
八
1
五一

O
頁
、
高
川
江
巡
撫
何

桂
清
の
成
剛
一
旦
五
年
八
月
初
三
日
の
上
奏
)
、
沿
海
各
地
の
尚
人
達
が

護
衛
用
に
蒸
気
船
を
購
入
す
る
事
例
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

(
川
出
)
司
O
N
N
∞¥同吋
H
M
)
m
w門}
G
H
O
切
O
耳ロロ問ゆ

Z
o

。y
ω
巾日)円巾
B
t
2
N
Y

]{∞印
h
F

(
川
出
)
司
C
N
N
∞¥-吋
-
H
)
戸円
]
G
Z
H
W
C
当ロロ
m
w
z
o

。yω
o
H
)
H
O
B寸
2
N
Y

]
戸
内
山
印
中

(
出
)
司
(
〕
N
N
∞¥-∞∞

4
5ロロ
F
2
Z
2
0
切
0
2
5
m
ψ

一Z
O
N
⑦
ゆ
司
与
H
E岡山
「

N

叫一{∞印印

(
川
出
)
司
O
N
N
∞¥日吋
H
M
)
山
門
]
凶
出
件
。
切
0
4口口問リ

Z
D
吋ゲ

0
2
0
r
2
N
ω
リ

]{∞印
h
F

(
M
m
)

例
え
ば
、
一
八
五
五
年
八
月
に
、
盛
京
の
復
州
娘
娘
宮
海
口
で
清

朝
水
師
に
撃
破
さ
れ
て
逮
捕
さ
れ
た
海
賊
の
梁
阿
狗
の
自
白
に
よ
る

」

と
、
梁
の
搭
乗
し
て
い
た
船
は
慶
東
省
番
問
豚
出
身
者
か
ら
構
成
さ

れ
、
庚
束
省
電
白
隠
洋
面
、
一
耐
建
省
沙
城
洋
面
、
祈
江
省
洋
面
、
山

東
省
大
石
頭
海
口
、
奉
天
浸
溝
管
海
日
で
海
賊
行
局
を
行
っ
て
い
た
。

『
宮
中
檎
成
幽
=
一
眠
朝
奏
摺
』
第
卜
五
輯

(
O
O
七
六
一
八
)
、
七
七
一

1

七
七
二
百
円
、
承
志
等
の
成
幽
一
一
円
六
年
二
月
初
四
円
の
上
奏
。

(
M
m
)

町

O
N
N
∞
¥
同
∞
∞
同
ロ
ロ
-
0
2
H
5
5

出向口
r
r
c
戸印
O

Z

切
0
4
ロロ
mu

HAD
凸印叫]戸ロ
o
N
ブ]{∞印印

(
閉
山
)
一
脂
州
に
お
い
て
は
貨
物
船
が
護
衡
の
た
め
に
虞
艇
を
雇
用
し
て
い

た
。
『
宮
中
棺
成
幽
旦
朝
奏
摺
』
第
二
十
六
輯

(
O
一
二
五
九
七
)
一

O
七
1
一
O
九
頁
閑
街
総
督
慶
端
の
成
禦
十
年
六
月
二
十
五
日
の

上
奏
。

(
鉛
)
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
こ
の
要
請
を
拒
否
し
て
い
る
。
司
(
〕
Nω
∞
¥
目
印

回日ロ
r
r
o
E
団巾円
O
回。ロ
}
g
H
H
Y
Z
o
-
-
C
Mヨ

Z
O〈
O
B
-
U
2
N
h
y
H
∞印
ω・

(
川
町
)
司
O
N
N
∞¥同吋
H
M
)
由同
}
G
S
切
O
司
ロ
ロ
m
w
z
o
∞mp
ロ巾口巾
HHHr2HNW

]{∞印品

(
則
)
司
(
〕
N
N
∞
¥
冨
∞
ヨ
E
n
r
g
件。二
O
国

0
2
5
m
岨一
Z
O
N
⑦
リ
司
与
2

2可

日ゆ一{∞印印

(m)
司
O
N
N
∞
¥
日
∞
∞
当
日
ロ
r
o
m
z
z
c
H凶
0
2
5
m
叫一
z
o
g
リ
司
与
E

R可

](ω
ゆ]{∞印印

(
問
)
司
O
N
N
∞
¥
日
∞
∞
切
山
口
r
r
o
回目。

Z
H凶
O
耳ロロ問叫

Z
O
⑦印叫』戸一ロ
O
N
ブ

](∞印日

(
m
M
)

町
O
N
N
∞
¥
同
∞
∞
司
由
同
]
G
Z
H凶
C
当ロロ間叫

HAD
吋
'
]
山
口
戸
山
HT可
少

]{∞印日

(
胤
)
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
『
四
園
新
棺
(
二
英
図
橋
上
』

(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
六
六
年
)
二
六
五
頁
「
成
豊

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「

六
年
七
月
初
七
日
、
玉
慾
徳
、
呂
佳
孫
奏
。
窃
嫁
岐
陪
附
夷
曾
砲
崎

照
ム
官
、
以
海
盗
在
於
五
港
通
商
往
来
洋
面
、
臨
時
行
劫
掠
、
雄
一
経
汲
調

師
船
、
痛
加
磯
刻
、
向
未
足
状
全
殺
。
現
擬
毎
年
冬
春
雨
季
、
由
江

省
呉
松
汲
山
師
船
一
隻
南
殿
、
沿
一
経
寧
波
、
一
噛
州
、
慶
門
、
香
港
、

黄
塙
各
慮
、
夏
秋
雨
季
、
由
卑
省
黄
浦
添
出
師
船
一
隻
、
沿
経
香
港
、

慶
門
、
幅
州
、
寧
波
、
呉
訟
各
U
。
筋
令
該
師
船
、
凡
有
盗
匪
潜
据
、

援
害
尚
般
、
巌
行
剣
洗
、
以
期
粛
清
等
由
前
来
。
随
経
臣
一
土
諮
徳
、

以
関
市
川
両
省
水
師
管
轄
各
洋
面
、
推
遼
悶
豚
長
、
不
無
盗
匪
来
機
砕

劫
、
業
己
椴
筋
該
管
鎮
将
、
各
率
舟
師
、
常
川
哨
、
巡
、
合
力
裁
剃
。

績
擦
閑
湖
水
陸
各
文
武
、
先
後
在
洋
攻
捕
詮
獲
各
起
洋
盗
多
名
、
可

母
須
該
夷
帯
同
剰
捕
、
照
覆
逢
嫌
。
:
:
:
」
o

松
浦
章
前
掲
書
、
一

五
六
1
一
五
八
頁
は
『
控
室
町
排
夷
務
始
末
』
の
嘗
該
の
記
事
を
参
照
し

て
い
る
が
、
師
船
を
清
朝
の
軍
船
と
解
穣
す
る
な
ど
の
誤
り
が
み
ら

れ
る
。

(
邸
)
司

O
N
N∞
¥
日
∞
∞
回
出
口
町
『

D
E百
円
。
切

O
司
ロ
ロ
m
a
Z
C
小
印
リ
]
戸
口
。

N戸

]{∞印印

(
山
川
)
例
え
ば
一
八
五
六
年
五
月
に
英
艦
ピ
タ
l
ン
が
石
浦
附
近
で
掌
捕

し
た
一
民
束
ジ
ヤ
ン
ク
に
つ
い
て
一
噛
州
知
府
が
尚
船
と
し
て
そ
の
解
放

を
主
張
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
可
C
N
N
∞¥巳日

Z
え
E

E

Z

切

C
Z
E問ヨ

H
A
D
ω
N叫
呂
田
可
少

E

E

(

間

山

)

司

O
N
N
∞¥ω
一
=
回
向

(HrroE叩
⑦

門

C
H凶
C君
口
出
向
占

Z
O
N
G
u
司

⑦

tHE山
門
出
、

∞
一
{
∞
印
。

(

叩

川

)

司

()NN∞
¥Nωω

戸
、
向
。
口

5
0口
円

。

出

0
2
5出
u
Z
0・MOu
〉

]
U
E
ω
ゆ

]{∞印吋

(
朋
)
の

S
F山
口
了
。
出
守
口
?
官
官

N
∞印
l
N
∞。

525 

」

(
凹
)
一
八
五
五
年
か
ら
一
八
五
六
年
に
か
け
て
海
路
で
行
わ
れ
た
漕
運

護
衡
を
目
的
に
寧
波
や
し
上
海
の
商
人
の
購
入
し
た
蒸
気
船
は
奉
天
か

ら
漸
江
の
沿
海
で
贋
艇
を
中
心
と
す
る
海
賊
船
に
大
き
な
打
撃
を
奥

え
た
と
さ
れ
る
。
『
宮
中
槍
成
豊
朝
奏
摺
」
第
十
六
輯

(
0
0
八一

一
O
)
七
三
五
l
七
三
七
頁
、
漸
江
巡
撫
何
桂
清
の
成
幽
豆
六
年
五
月

初
一
二
日
の
卜
奏
。

(
凹
)
成
禦
九
年
二
月
二
十
九
日
に
背
田
牒
の
泊
州
沖
合
で
海
賊
を
掃
討

す
る
の
に
雇
用
し
た
慶
一
艇
が
使
用
さ
れ
た
。
『
宮
中
棺
成
豊
朝
奏
摺
』

第
二
十
三
輯

(
O
一
一
五
六
九
)
七
六
八
l
七
六
九
頁
、
関
幅
削
綱
相
叔
目

慶
端
等
の
成
豊
九
年
十
二
月
十
五
円
の
上
奏
。

(
山
)
一
耐
建
人
(
淳
泉
人
)
と
騒
擾
を
引
き
起
こ
し
て
南
蓋
で
砲
撃
を
行

っ
た
虞
艇
は
そ
の
後
一
岨
州
を
愛
っ
た
。
『
宮
中
檎
戚
幽
霊
朝
奏
摺
』
第

二
十
六
輯

(
O
一
二
五
九
七
)
一

O
七
l
一
O
九
頁
、
闘
祈
線
督
慶

端
の
成
豊
L
l
年
六
月
二
十
五
日
の
L
L
奏。

(
出
)
七
月
に
麿
艇
は
瑞
安
、
組
州
を
襲
撃
し
て
撃
退
さ
れ
て
い
る
。

『
宮
中
棺
成
幽
一
旦
朝
奏
摺
』
第
二
十
六
輯
(
香
競
な
し
)
一
一
一
1
(

一

一
四
頁
、
閑
断
線
叔
日
慶
端
の
成
翌
十
年
六
月
二
十
五
日
の
上
奏
。

(
山
)
「
宮
中
橋
成
豊
朝
奏
摺
」
第
二
ト
七
輯

(
O
二
二
三
四
五
)
六
六

0
1
六
六
二
一
頁
、
岡
高
削
総
督
慶
端
の
成
豊
十
一
年
十
月
二
十
四
日
の

上
奏
。
町
O
N
N
∞¥
N
S
F
乙

H

E

Z
え
E

E

Z
切

2
2
'
Z
0
5
u

z
o〈
⑦

B
r
2
ω
ω
H∞
⑦
。

(
旧
)
慶
門
に
海
賊
が
接
近
、
イ
ギ
リ
ス
艦
の
一
脂
州
か
ら
慶
門
回
航
を
要

訪
問
。
司

C
N
N∞
¥
H
N日

ω己
-
E山
口
円

O
出
。
口

}
g
H
H
Y
Z
0・印
ωリ
〉
戸
四
戸
丘
一
〉

]{∞印]{

(
山
)
一
八
四
七
年
か
ら
一
八
五
六
年
に
か
け
て
、
中
園
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

十

「
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)
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-
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及
び
東
イ
ン
ド
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
配
備
さ
れ
た
軍
艦
数
は
十
八
l
二

卜
三
隻
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
司
C
F
Cも・
2
七
回
匂
印

(
山
)
司
C
N
N
∞
¥
-
印
印
円
ロ
ロ
-
N
E
閉
山
C
F
2
z
o
ロ
件
。
∞
o
ロ
『
戸
田
叫
Z
C
H
H
Y

ロ
2
0
B
F
2
N
N
W
-
∞
印
ω
。

(
山
)
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
闘
奥
に
慎
重
で
あ
っ
た
。
司
O
N
N
∞
¥
コ
H

同
)
山
門
}
内
田
門
口
出
。
君
ロ
国
間
ヨ
Z
D
∞
O

叫
Z
D
J話
H
H
M
r
R
N
ブ
日
∞
印
仏

(
凹
)
司
C
N
N
∞
¥
N
∞
印
。
日
問
。
-
-
H
D
H
W
2
2
Z
D
吋
ゲ
印
。
目
見
。
B
r
2
m
y

]{∞。。

(
即
)
一
貫
際
に
は
、
海
賊
を
迫
撃
す
る
際
に
は
領
海
は
無
視
し
て
お
り
、

時
に
は
上
陸
し
て
、
表
の
一
八
五
八
年
九
月
の
事
例
に
も
み
ら
れ
る

よ
う
に
海
賊
活
動
を
行
、
つ
村
落
な
ど
を
攻
撃
し
た
。

(
凶
)
司
O
N
N
∞
¥
-
コ
日
ロ
ロ
-
H
5
T
R
]
g
g
回
。
耳
H
E
m
'
Z
C
印
「
し
「
己
可

ω
一fH∞印九日

(
四
)
司
C
N
N
∞
¥
H
2
H
ロ
ロ
-
N
E
H
U
2
r
印
件
。
切
O
耳
ロ
ロ
m
p
Z
O
印
「
ト
「
己
可

ω
一fH∞印品。

(
邸
)
司
O
N
N
∞
¥
H
2
M
)
山
門
}
G
S
切
O
司
ロ
ロ
間
ゆ
H
A
C
印
戸
]
己
可
ω
Y
H
∞
印
品

(
凶
)
一
貫
際
に
、
武
装
し
た
閑
南
の
村
落
へ
の
介
入
は
困
難
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
一
八
五
二
年
十
一
月
、
盗
賊
活
動
が
頻
設
す
る
耳
目
江
牒
太
沖

郷
に
向
か
っ
た
地
点
官
と
武
官
が
住
民
の
攻
撃
を
受
け
兵
隊
と
雑
役

夫
四
名
が
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
愛
生
し
た
。
『
宮
中
橋
成
豊
朝
奏
摺
』

第
六
輯

(
0
0
二
七
九
六
)
一
九
二

l
一
九
三
百
円
、
閑
漸
総
督
季
芝

昌
等
の
成
豊
二
年
十
一
月
初
七

H
の
卜
奏
。

(
邸
)
町
O
N
N
∞
¥
ω
E
E
C
門
口
出
C
ロ
H
O
切
O
ヨ
百
四

Z
c
E
u
町
与
H
E弓

]{]!日∞日市山。

(
郎
)
『
宮
中
檎
成
豊
朝
奏
摺
」
第
二
十
三
輯

(
O
一

526 

」

一
三
四
五
)
三
九

四
l
三
九
六
頁
、
同
湖
総
督
慶
端
の
成
豊
九
年
卜
一
月
初
三
円
の
上

奏。

(
凶
)
「
宮
中
槍
成
幽
霊
朝
奏
摺
」
第
二
十
四
輯

(
O
一二

O
九

七

一

)

八
五
二

1
八
五
三
頁
、
問
所
線
督
慶
端
の
成
問
豆
卜
年
三
月
二
卜
八
日

の
上
奏
。

(
四
)
こ
れ
は
、
地
方
官
の
械
闘
へ
の
介
入
が
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
と

共
通
す
る
。

(
四
)
天
津
候
約
第
十
九
候
に
は
イ
ギ
リ
ス
船
が
被
害
に
あ
っ
た
場
合
の

清
園
側
の
海
賊
取
締
り
、
第
五
十
二
候
に
は
海
賊
鎮
医
す
る
イ
ギ
リ

ス
軍
艦
の
補
給
の
使
、
第
五
十
三
僚
に
は
中
英
の
共
同
に
よ
る
海
賊

銭
墜
に
つ
い
て
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

(
即
)
ほ
ぼ
同
時
期
に
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
海
軍
を
中
心
と

す
る
海
賊
掃
討
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
、
そ
の
連

動
は
検
討
課
題
で
あ
る
。

(

閉

山

)

司

C
F
D
4
v
-
2
?
唱。吋

(
問
)
中
園
の
汽
走
海
軍
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
o
E
n
F
R
L
Z
』

ヨ
ロ
m
}
H
F
叫

j
b内
(

リ

b
N
雪
之
~
山
H
A
R民
菖

」

〈

白

ミ

H~山内山いNlNhV4AmHKO口〔凶C回
e

(U}SEHHMM)=r-zrHロ加ゆNCCC

[
附
記
]
本
稿
は
、
東
南
ア
ジ
ア
史
事
舎
第
七
一
回
研
究
大
舎
に
お
け
る

「
一
九
世
紀
中
葉
、
南
シ
ナ
海
沿
海
秩
序
の
再
編
|
|
イ
ギ
リ
ス
海
軍
と

閑
卑
海
盗
」
(
二

0
0
四
年
六
月
十
二
日
、
於
束
京
大
挙
)
と
題
し
た
報

告
を
基
礎
に
し
て
執
筆
し
た
。
ま
た
本
稿
は
干
成
十
六
年
度
文
部
科
且
字
省

科
同
学
研
究
費
補
助
金
(
若
手
B
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

十

「
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THE REORGANIZATION OF THE MARITIME ORDER IN 

SOUTHERN CHINA: THE BRITISH NAVY AND 

PIRACY IN SOUTHEASTERN CHINA 

MURAKAMI Ei 

Although the piracy that had broken out during the Opium War threatened 

trade at treaty ports after the war, there has been a lack of interest in this piracy 

and few studies of the issue have been conducted. The problems of these pre

vious studies are that they have been unable to situate this piracy historically is 

due factors such as the disjunction between Ming and Qing history and modem 

Chinese history, that studies of the British Navy have been uniformly biased to

ward a diplomatic approach, and that limited number of historical sources have 

been used. This study aims to fill this major lacuna in the field and also place the 

piracy of the mid nineteenth century in the context of the long-term history of 

maritime regions. The study deals with southern part of Fujian and employs both 

written records in English from the British Foreign Office and Admiralty and re

cords in Chinese as well. 

The concentration of trade into the treaty ports after their opening struck a 

blow to those who were engaged in the opium trade in coastal regions and invited 

a great increase in piracy. Increases in acts of piracy in tum invited the interven

tion of the British Navy, and it began operations to crackdown on piracy using the 

treaty ports as bases of operations. As a result it became impossible to conduct 

piracy on a large scale, and pirate bands were suppressed by the end of the de

cade of the 1840s. 

Amidst the deployment of the British Navy, the pirates of Fujian lost the 

power that they had amassed since the Song Dynasty as a result of the anti-piracy 

operations of the British Navy, the spread of Cantonese power, and the defeat in 

the revolt of Small Sword Society IJ'7J~, etc. On the other hand, Cantonese pi

rates increased their power along the entire coast due to their relations with Wes

terners, their use of secure bases, their participation in the Qing navy, and the 

cooperation of Cantonese merchants. This new power reached its peak by the 

middle of the 1850s. 

In contrast the British Navy, using the treaty ports that were established 

with cooperation of local bureaucrats as bases, as in Amoy, suppressed the Can-

L 
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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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