
4ぬ

イ

ブ

ン

･コ
ル

ダ

ー
ド

べ
｢

ユ

ロ

シ

ャ
商

人

の
放

程
｣
鯛

謬

ダ

ヤ
商

人

と一

藤

･
本

､

勝

.
次

｣

⑤

.

Ib
n
khK)rd
ad
hb?h

は
回
暦
三
世
紀

茜

暦
九
世
紀
)
あ

最
初
の

年
に
生
れ
､
p.回
暦
二
七
二
年

]
西
暦
八
八
五
)
に
渡
し
た
と
い
わ
れ
て

S
る
イ
ス
ラ
ム
地
理
勢
者
で
あ
る
.
彼
の
父
は
イ
ス
ラ
ム
に
改
宗
し
た

芸

シ
ャ
人
雪

タ
バ
呈

タ
ー
ン
の
高
官
に
任
命
さ
れ
@R
D

そ
の
歯

係
で
後
は
早
く
か
ら
官
吏
生
活
を
は
じ
め
'
古
代
の
メ
ジ
ャ
で
あ
る
ア

㊨

}L,
･
ジ
バ
ー
ル
▲や
後
に
バ
グ
ダ
サ
ド
等
の
騨
避
局
の
長
骨
に
な
つ
夜
O

彼
の
辞
避
局
長
官
就
任
の
年
や
泰
任
期
間
綻
つ
い
て
は
示

明
で
あ
る
J

が
､
ア
ッ
パ
▲ス
朝
の
カ
り
フ
'
ア
ル
･
ム
ウ
ク
ミ
ツ
ド
(西
暦
八
七
〇
-

八
九
二
)
の
信
用
と
寵
愛
を
受
け
'
カ
サ
フ
宮
廷
に
お
い
て
.
音
楽
'

詩
'
舞
踊
そ
の
他
遊
戯
､
酒
に
小
ぬ
る
ま
で
､
談
静
の
帝
や
入
物
で
あ

⑥

.-

つ

ね
よ
う
で
.
そ
れ
ら
に
関
す
る
署
等

を
も
の
し
て
い
る
.
し
か
し
此

れ
ら
の
著
等
は
す
べ
て
無
-
な
れ
.
現
在
撃
っ
て
S
lて
彼
を
し
て
有
名

な
ら
し
め
る
も
の
は
と
.-
も
な
お
き
ず
t

K
ita
b
l･
m
aS抑
tik

を

a

l
･

m
am
aTik
す
な
わ
ち

｢
拷
道
程
及
州
都
忘
｣

琴
る
標
題
の
著
昔
で
あ

る
0
ノ

.亨

･ヽ-㌧

こ
れ
は
ア
ッ
バ
ス
朝
カ
り
予
め
依
頼
に
よ
-
編
修
さ
れ
た
も
の
や
､

回
暦
二
三
二
年

(西
暦
八
四
六
)
に
着
手
さ
Iれ
r
は
つ
せ
か
し
た
日
付

は
不
軌
で
あ
る
が
彼
の
死
聖
剛
ま
で
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
.
溶
そ

ら
-
彼
が
バ
グ
グ
ッ
ず
か
ど
こ
か
の
好
適
局
に
勤
務
し
て
小
鼻
時
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
が
T
そ
の
席
に
文
書
局
の
公
文
晋
か
ら
色
々
の
材
料
を

集
め
る
こ
と
が
出
来
七
歴
史
地
誌
の
重
要
な
る
源
泉
と
怒
り
え
て
後
世

の
地
理
畢
者
に
七
秒
て
し
ば
し
掛
引
潤
さ
れ
る
よ
う

に
な
つ
乾
.
此
の

一
丁-勝一/
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著
書
は
最
初
､
由
arb
iel･d
e
M
ey
n
ard
に
よ
っ
て
棟
詩
を
つ
け
て
刊

∫

行
き
れ

(Jo
tn
･n
at
A
siatiq
tle
1866
V
)
.

そ
の
後
､
I)e
G
obje

が
改
訂
し
て
刊
行
し
た
｡

(B
ib
t,
G
eb
g
t･.
A
ra

b

L
B
89
V
i
)

㊨

人
の
放
程
｣
に
関
す
る
記
事
を
聯
課
し
.
若
干
の
証
を
つ
け
加
え
て
九

世
紀
頃
の
東
西
交
通
路
の
一
面
を
再
現
七
よ
う
と
思
う
が
､
耗
面
の
関

係
上
ア
ラ
.ビ
ヤ
琴

ア≠

ス
ト
を
の
せ
る
む
と
の
出
来
な
か
っ
た
事
を
潜

断
り
す
る
｡
前
渦

B
･G
･A

の
第
六
番
'

1
五
三
-
一
五
五
頁
を
参
照

さ
れ
た
S
.
な
お
'
誤
謬
お
よ
び
証
の
不
備
不
明
な
る
鮎
に
関
し
て
･御

教
示
を
い
た
だ
け
ば
幸
甚
と
思
う
｡

､

}

.ヽ

二
.

㊨

こ
れ

(
か
ら
述
べ
る
の
J
は

1･a
d
ha
n
iy
a
t

の

Y
a
h
B

d
(
ユ
ダ
ヱ

商
人
の

(
通
商
U
路

∩
に
つ
S
三

万
ぁ
k
ao
彼
等
は
ア
ラ
ビ
ヤ
語
や

⑤

ペ
ル
シ
ャ
語
､
ま
た
R

f
t

mi
y
at

(ギ
り
シ
ャ
譜
)
や

LA
fra
n
d
3'叫yat

(
フ
ーダ
ン
ク
人
の
言
葉
)
.
'An

d
a
t邑
yat
I(
T(
ペ
小
ン
語
)
､
管

㊨

q

l

a
b
叫y
a
b

(
ス
ラ
ブ
人
の
言
葉
)
お
も
話
し
'
陸
路
を
あ
る
S
は
海
上

を
'
東
洋
か
ら
西
洋
え
､
ま
た
西
洋
か
ら
東
洋
え
と
旗
を
L
V
J

西
洋

ノ示

ら
は
k
h
ad
aYll
(奴
撃

､
･
事

一計

a

妄

奴
撃

-ヽ
∴

吋ilm
an
,(

⑩

●

｢
宕

S
男
奴
*
)
r

dib
a
d

j
(錦
二

d
ju
t等

1',fkh
azYZ

(海
狸
の
毛

皮
)
､
f
i
r
TL
'

(手
皮
つ
き
の
服
)
･'

galnnl
a

l
･

(黒
鉛
の
毛
皮
)

や

8u
yat柚

(刺
)
を
運
ぶ
?

'

彼
ら
は
フ
ラ
ン
ク
ま
観
か
ら
西
の
海
(地
中
醇
)
に
糖
出
し
て
､'al･

㊥

F
aranl掛
に
向
い
1

【
此
所
で
上
陸
し
て
し
∴

彼
ら
の
商
品
を

∩
賂
野

㊥

⑳

の
し

脊
に
の
-せ
て
陸
路
二
五
フ
ア
ル

サ
グ
は
な
れ
た

',q
r
Q
u
t21um

に

運
ん
で
此
所
か
ら
束
の
海

(紅
海
)
に
糖
出
し
､
'a
r

Djarや
D
jid
d
a

㊧

に
向
診
?
そ
し
て
さ
ら
把
進
ん
で

＼a
8･S
in
d
,
牢

H
in
d
,や
･
孝

S
in
t.1

(支
部
)
に
ま
で
行
-
｡

t

～
彼
ら
が
支
部
か
ら
,C
掃
え
る
時
に
は
U

(n
lis軒

(静
香
)
､
.G
d
(I

沈
香
)
･
kafir
(･樟
脳
)
,I
dar.Sinii
(肉
柱
)
や
そ
の
他
こ
れ
ら
謬

地
方
か
ら
出
る

∩
案
件
の
U
産
物
を
温
ん
で
ク
ル
ズ
ム
把
蘇
り
'
フ
ア

テ
マ
-
把
瞥

買

持
っ
て
行
っ
て
地
中
海
に
出
る
の
や
あ
d7
0
,

一

船

′-▼-メ

ユ
ダ
ヤ
商
人
達
の
あ
る
も
の
は
'
し
ば
し
ば

曾
恩

an

Sin7yat
(n

y
ス
タ
ン
チ
ノ
･-
プ
ル
)
に
商
品
を
も
っ
て
行
っ
て
'̂iJザ
ソ

ツ
の
入
時

守
る
こ
pと
が
あ
3!

ま
覆

る
も
の
は
,
フ
ラ
ーン
ク
王
国
で
商
品
を
膏

-
さ
ば
く
O

- 60-
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も
し
彼
ら
が
欲
す
る
な
ら

(時
に
は
)
､
フ
与

ン
少
か
ら
地
中
海
を

⑱

糖
に
商
品
を
積
ん
で

'A
u
fa
k叫
に
行
き
,

陸
路
三
日
間
の
旗
を
し
て

㊨

'a
E
)jab
i

に
着
き
'
そ
れ
か
ら

'a
l･F
u
邑

(
†
｣
フ
ラ
テ
ス
河
)
敬

舵
で
バ
グ
ダ
ッ
ド
に
向
5
'
つ
5
で

I)id
jta
(チ
グ
り
ス
河
).
を
下
′

㊥

っ
て

'at㌧
U
bn
tla
に
行
っ
て
'
そ
こ
か
ら
ウ
マ
.I
y
､
シ
ソ
ド
'
ヒ

ン
ト
'
支
部
え
と
つ
ぎ
つ
ぎ
に
航
海
し
て
行
-
モ

ノ,

I

.ス
ラ
ブ
人
の

1
堰
族
で
あ
る
R
を
y

un
L(｡
シ
ャ
)
商
人
の
通
商
路

に
つ
S
て
S
え
ぼ
'
彼
ら
偲
海
狸
の
毛
皮
や
黒
狐
の
毛
皮
に
劇
を
ス
ラ

ブ
の
地
の
最
も
奥
か
ら

ロ
､-
ム
の
海

(束
地
中
海
)
軒
運
び
こ
ん
で
膏

る
℃
そ
こ
で
ビ
ザ
ン
ツ
の
王
は
､
を
の
商
品
に
十
分
の

一
棟
払
課
す
.

⑩

㊨

さ
も
な
-
ぼ
彼
ら
軌
ス
Iワ
ブ
の
河

T
en

叫諭を
下
っ
て

'a
t･K
h
a
za
l･

㊨

の
主
邑

Y
h
a
m
塵

の
そ
ば
を
通
-
'
此
所
で
此
の
何
の
長
に
十
分
の

1
税
を

課
けら
れ
､
つ
ぎ
に
さ
心
渡
し
五
百
フ
ア
ル
サ
ク
も
あ
る
D
LL

㊥

t11･d
ja
n.

海
(
カ
ス
ピ
海
)

に
出
て
自
分
の
行
こ
う
と
思
う
岸

に
向

う
｡
ま
た
し
ば
し
ば
彼
ら
の
あ
る
も
.の
は
､
商
品
を
厳
酷
に
の
せ
て
､

カ
ス
ピ
海
か
ら
rバ
グ
ダ
ッ
ド
収
輸
迭
す
る
O
､
〔
此
所
で
し
ス
ラ
ブ
人
の

∫

晩
春
が

彼

ら
商
人
の
通
詩
を
す
る
｡
そ
し
て
ロ
シ
ャ
商
人
が

n
ぷ
al･a

.(
キ
り
え
ー
教
徒
)
孤
事
i
l

で
..[
改
宗
せ
ず
に
〕
許
濡
れ

る
場

合

は

Eユ ダヤ及 PJlyヤ商人 の陵商 路略圃1

_ 61⊥
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暑
zy
at
(人
頭
税
)
懲
支
沸
わ
ね
ば
な
ら
伯
｡

㊨

彼
ら

(
ユ
ダ
ヤ
商
人
)
の
陸
上
通
商
路
に
つ
い
て
い
え
ば
､
彼
ら
の

中
で
ス
ペ
イ
ン
か
ら
出
襲
す
る
も
の
､
あ
る
叫
畔
フ
ラ
ン
ク
王
敵
か
ら

㊨

出
襲
す
る
も

の
は

(
ま
ず
し
.'aS･S
a
s
t,･aq
sa
に
行
き
､

Tan音

(
タ

⑳

ン
.･ジ
ー
ル
)
に
向
5
'

そ
れ
か
ら
.
'l
h
･iq
叫y
a
t,
M

i
P
･

(
H
ジ
ブ

㊨

J･)
'
R
a1,1】a
,
I)i711邑
lq

(ダ
マ
ス
ク
)
'
'a
l矢
t.lea
.

バ
グ
ダ
ツ

㊥

㊥

ド
t
B
a!rfit
､a
t･A
h
w
a
z
.

F,5,ri
乱
,
K
]'1･ln
Ttt1

シ
ソ
F
'
ヒ
ン
ド

'

支

部

え

へ
と
次
々
に
し
旗
を
緯
け
る
∵

ま
た
し
ば
し
ば
彼
ら
は
ス
ラ
ブ
の
村
々
を
通
､つ
て
ビ
碗

ン
ツ
帝
国
の

＼

後
側

(北
方
)
の
路
を
取
-
'
カ
ザ
ル
の
主
邑
カ
ム
サ
ー
ジ

ユ
に
行
き
事

⑳

カ
ス
ピ
海
を
渡
っ
て

]夢
tkh
に
達
し
'
河

向
う

の
地

(
ト
ラ
ン
ス
オ

㊨

ク

シ
ア
ナ
)

を
越
え
て

T
tl晋

7J
ar
u
r
の

W
tlnlt
に
旗
を
つ
ゞ

け
,支

部
に
達
す
る
の
で
あ
る
｡

､-

註
･

①

コ
ル
ダ
ー
ド
べ
に
甜
し
て
は
次
の
文
献
参
照
o

F
･n
cyc),
o
f
i
巴
atn
1
927
11,
p
;
3
9
8

(7.H
uart
‖
L
itterature
A
rab
】
9
2
3

p
,
29甲
.I

B
r
ocke
tntan
n
:
G
esch
ich
tx)
d
er

ArabiSCh
en
t,ittC
rature
i.p
.

225

D
e
G
o
e
je
:
Bibr.G
e
o
g
r

･A
rgb
･
V
I
序
文

⑧
ベ
ル
･72
ヤ
人
の
考

え
が
諸
カ
リ
フ
政
噺

の
組
織
に
影
響
し
た
こ
と
町
方
な
る
ち

と
は
周
知

の
寄
算
で
四
政
鹿

(
デ
ー
ワ

I
y
)
す
な
わ
ち
筆
璽
局
､
文
書
局
'

親
藩
局
'
地
租
局
の
設
立
と
そ
の
磯
樺
は
.サ
ツ
サ
ン
朝
時
代
の
ペ
ル
シ
ャ
行
政

操
式
か
ら
借
sh
た
と
き
れ
て
い
&
.
ア
ケ
ビ
ヤ
人
が
行
政
上
の
黍
賓
な
職
に
外

ふ
国
人
を
つ
け
る
こ
と
は
珍
ら
し
-
な
二

束
方
地
域
に
軒
い
て
は-
ペ
ル
シ
ャ
人

夜
に
は
ト
ル
コ
人
に
お
い
て
特
に
甚
だ
し
い
Q

③
騨
避
制
度

(73a邑
)
カ
サ
.フ
の
専
制
政
治
骨
可
能
な
ら
し
め
る
に
夜

光
つ
潜

の
忙
バ
Lp
I
r
潮
境
が
あ
る
0
こ
れ
は
軍
に
公
文
通
信
の
俺
達
の
み
を
打
的
と

す
る
の
fJ
な
し

官
吏
'
軍
隊
の
蓮
轍
や
宮
廷
や
骨
髄

の
小
荷
物
の
移
樽
ま
で

も
行
う
｡
バ
リ
ー
ド
な
る
語
は
ラ
テ
ン
語
の
V
e
rd
u
故
(
通
信
に
用
う
駿
足
の

馬
)
云

ら
借
り
た
打

で
'
こ
れ
か
ら
飛
脚
'
騨
速
め
意
味
に
倣
わ
れ
･170
に
い
た

っ
た
Oh
名
前
の
み
な
ら
ず
制
度
親
織
も
B
I
,マ
'
ベ
ル
･b
ヤ
の
そ
れ
を
受
瀬
ぎ

或

7
定
の
間
隔

(
｡ヘ
ル
シ
ャ
-

f
o
粁
il
シ
リ
ヤ
'

エ
ジ
プ
ト
-
71
0
粁
)
に

∫

宿
僻
を
置
き
'
柄
僻
か
ら
病
原
え
と
馬
に
よ
っ
て
俺
達
す
る
｡
経
過

の
監
督
官

は
そ
の
仕
事
の
正
確
'
迅
速
の
責
任
が
あ̀
る
日
)同
時
に
そ
の
地
方
に
起
っ
た
事

件
を
カ
臥
フ
に
報
せ
す
る

1
種

の
特
殊
響
寮
の
役
も
し
､
専
制
鎗
治
者
の
密
偵

で
'
時
匹
は
統
治
者
自
身
に
も
危
険
な
存
衣
で
あ
っ
驚

コ
ル
ダ
/-
.ド長
が
顔

⊥ザ

ー
麻
高
官
と
親
し
-
後
世
彼
が
カ
ザ
フ
の
未
達
の
み
な
ら
ず
大
臣
津
の
t
人
で
あ

t
る
圭
茶
ほ
れ
た
の
も
彼
の
人
柄
だ
け
4
,ら
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
O

一･･62

(E
n
cy
c
l.
of
I

巴
a
tn
l
p

,669略
解
を
E
.
i
と
す
る
O
J
o
u
rq
,
A
軋
iL.

18

6
6
V
p
,

10J
S
I
略
解
J

.
A
.
と
す
る
｡

)

I

-

④
彼

か
著
書
日
銀
は
次
の
如
し
｡

合
奏

の
美
｡
料
理
人
の
技
術
.
勝
負
事
と
奴
柴
の
書
｡

酒

の
書
｡
骨
食
者
と

象
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族

の
教
範
｡

ペ

ル
シ
ャ
人
と
遊
牧
民
の
来
園

の
集
録
｡
諸
道
程
及
州
都
志
｡
天

文
革
の
書
｡

⑧

三

井
ヤ
商
人
の
放
程
｣
は
'

声

Rei11aud
:I.ntrod
uGtiôn
A
ta
g
e
o

g
l
･aP
h
ie
d
e
s
O
rie
n
ta
u
x
p
.6
8

に
最
初
に
課
さ
れ
た
が

'此
の
文
献
は
見

て
い
な
い
｡

､

⑥
此
の
ユ
ダ
ヤ
商
人
に
つ
け
ら
れ
た
異

名
は
サ
ウ
ァ
F

(
メ
ソ
辞
Ju
"./ヤ
の
豊
健

芝

地
)
の
東
部

R
ad
FLI蒜

葦

の
名

の
起
豊

与

と

m
eyn
ard
氏
7

は
云
う

(J･A
･
)
8
6
5
1
T
p
.
6tB
鞘
2
)

が
'
B
ta
dh
bre
氏
は
ベ
ル
･b
ヤ

語

の

ra
h
Id
a
n

(
蓮
の
玄
人
)
に
そ
の
名
の
起
源
を
求
め
度
々

rahdanfyqt

と
書
か
れ
る
と
す
る
.

(賢

trq
,i耳

d
es
P
ri
n
cip
au
x
G
e
o

等
phe8

J

A
rab
e,･j
t932
p
.
28
禅
)
)

＼

⑦
B
I
ム
は
勧
期
イ
ス
ラ
ム
時
代
に
は
ビ
ザ
y
ツ
帝
歯

の
人
を
き
し
ギ
･>
･h
ヤ
人

F

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
意
味
す
る
｡

∫

⑨
サ
ク
ラ
ダ
は

(
複
数
形

S
a
q
巴
ib
a
)

普
通
や
聴
イ
ス
ラ
ム
地
理
単
著
に
ょ
つ

.1

て
ス
ラ
ブ
人
を
さ
す
に
用
'い
ら
れ
る
語
O

コ
ン
ス
.タ
ン
テ
ー
ブ
ル
か
ら
ボ
ル
ガ

河
に
接
す
る
地
域
に
住
み
'
西
歴
七
世
紀
に
束
囲
境
地
苛
に
定
住
L
T
ア
ラ
ビ

ヤ
人
は
ビ
ザ
ン
ツ
と
の
最
初

の
磯
で
彼
ら
を
知

っ
た
｡

(
B
;･
Ⅰ
･
i
V

p

777

･p
.
4
6
7
)

,

⑨

kha
d
im

の
凌
敦
形
で
召
使
の
意
.
此
の
語
は
男
女
共
に
用
い
ら
れ
､
家
事

丁

舷
を
世
話
す
る
臥
由
民
9
召
使
に
も
或
は
奴
隷

の
意
味
に
も
倣
わ
れ
る
が
'
此

所
で
は
奴
隷

の
7
般
的
意
味
に
つ
か
､O
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

⑳
デ
イ
ト
ハ
-
ジ

ユ
は
難
色

の
綿
織
物
で
ペ
ル
シ
ャ
語
の
d
叫b
I.a
d
i.
bah
の
ア
ラ

ビ
サ
語
化
さ
れ
た
も
の
｡
鍵
糸
も
練
糸
も
共
に
軸

の
美
し
い
色
彩

の
あ
る
織
物
.♂

で
種
類
も
多
-
着
物
用
の
も
の
も
親
艶
用
と
し
て
用
ド
ら
れ
る
む
の
も
あ
鳶

品
質
の
良
い
も
の
は
染
色
模
様
共
に
撃
鹿
で
放
布
も
嫁

ふ荷
債
で
麿

匠
地
は
サ

-
〆

サ
ン
ベ
ル
首

で
あ
㌃
ら
し
い
.中
華

工
.
I
;

i,.
h
7
)
血

餅
で
西
洋
か
ら
か

輪
<
1品
と
し
や
記
載
し
セ

い
.る
の
は
恐
ち
-
空
へ
イ
シ
等
の
頼
放

物

で

あ

ら

う

0

･
･

･

l

⑪
ア
レ
ク
サ
ン-

ド
言

の
西
方
'
地
中
海
岸

の
㌻

プ
去

港
9
西
歴

二

〇
〇
'

年
に
十
字
軍
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
.

ハ
前
端

B
tach
bre
:
p
.
28
評
7
.
)
.

⑳
イ
ラ
ン
語

(
ア
ル
メ
ユ
ヤ
罷

h
ra
sa
k
h

シ
リ
ヤ
語

p
r
9
ga
k
h
)

か
ら
借
用

し
た
語
三

時
間
に
梅
が
避
渉
で
布
-
距
髄

に
相
常
L
へ
ペ
ル
シ
ャ
で
は
す
こ

B
tach
irej
p
,
2
3
%
&
)

⑱
現
表

枠
ス
エ
ズ
や
近
-
の
紅
海
韓
に
あ
っ
た
海
噂
で
昔
は
ナ
イ
ル
河
か
ら
紅
海

に
ひ
か
れ
た
蓮
河
取
口
に
あ
っ
た
O
此
の
運
河
は
新

エ
ジ
プ
ト
重
囲
紫
廿
大
王

朝

の
ネ
カ
ウ
玉
が
は
じ
め
て
大
東
模
な
計
割

の
下
特
攻
造
長

夜
ベ
ル
ン
.ヤ
の
ダ

リ

ウ
ス
∴

世
が
起
工
L
T
由

元
二
世
紀
に
･1
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
が
再
び
開
整
し
恕
む

の
で
イ
ス
ラ
ム
時
舵
で
は
蜘
歴

二
三
年

(
西
塵
六
四
三
)
に
オ
マ
ル
が
エ
+ジ
ブ

IA
と
の
章
物
通
商
促
進
の
魚
に
修
理
し
て
い
る
O
此
町
は
他
の
イ
ス
ラ
ム
地
理

革
者

の
記
事
に
よ
れ
ば
水
79
乞
し
小
町
で
あ
る
が
､
唯

一
の
重
要
性
は
紅
海
上

の
船
出
の
出
資
鮎
で
あ
る
こ
と
.で
,
イ
ド
リ
･-
･b
や
-ヤ
ー
ク
ー
ト
の
時
に
は
軌

漠
牝
し
た
圭

茶
あ
れ
る
.

(声

J

i
l
ij.
)
i
)
4
=)

⑭
ア
ル
･
･,{
4･
-
ル
は
メ
デ
ィ
ナ
の
'
ジ

ツ
ダ
也
メ
ッ
カ
の
*
藤

で
共
に
紅
海
岸

切
重
要
貿
易
港
で
'
後
者
は
回
歴
二
六
年
に
カ
リ
ブ

･
オ
ス
マ
I
y
に
ょ
っ
て

メ
ッ
カ
の
外
港
に
選
ば
れ
て
以
来
そ
の
重
要
性
を
ま
し
憩
｡

タ
ラ
･ilIヤ
地
理
書
に
革

見
る
地
名
に
は
定
冠
詞
の

a
i

の
着

い
て
い
各
の
句

.

無

L
.
の
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
蕨
密
に
車

乙
ば
ア
ラ
ビ
ヤ
語
の
み
に
冠
詞
か
つ
拝

外
衆
語
に
は
着
け
溌
い
の
が
規
則
で
あ
る
O
L
か
し
と
わ
は
金
鉄
守
ら
れ
て
い

な
い

棟
で
､
例
え
ば
チ
グ
リ
ス
河
隻

ア
イ
ジ

d
l才
で
昇
1
7
ラ
テ
左

河
将
ア
ル

喝



フ
ア
ラ
ー
ト
で
共
に
外
国
語
で
あ
る
O
ま
F
･S
ツ
ダ
も
初
期

の
著
者
に
ょ
っ
て

似

▲

ア
ル
･ジ

ツ
ダ
と
書
か
れ
る
串
の
あ
る
の
を
見
て
む
胡
で
-

.

(S
tl･a
n
軍

L
an
d
o
f
rja
ste
rn
C
)a
tiphateⅦ
p,2
)
.
以
後

L
声
O
,と
す
る
)

⑯
周
知

の
如
上

シ
ソ
ド
と
ヒ
y
F
は
も
と
も
と
同

1･
の
言
葉
で
'
サ
ン
ス
ク
B
.

サ
ト
の

乳
n
d
1
tu

(
河
)
が
ペ
ル
シ
ャ
譜

の
影
響
を
う
け
て
ア
ヴ
エ
ス
タ
で
は

h

e

n
d
L･]
と
な
っ
て
木
材
.
し
か
し
イ
ス
ラ
ム
初
期

の
地
理
単
著
は
こ
れ
を
直

別
し
て
用

い
'
シ
ソ
F
は
イ
ン
ダ
ス
河
と
,,,
フ
ラ
ー
ン
に
接
す
る
韓
々
に
限
り

ヒ
y
ド
は
回
教
徒
征
服
地
以
外

の
印
度
を
き
し
て
い
て
､
後
に
ヒ
ン
ド
の
名
が

仝
印
度
を
含
む
棟
に
な
っ
た

(頴

i
,
I
I
p
･
3
)
2,
IL･声
C
･

p

･SSt)

⑯
ギ
リ
シ
ャ
人
の
所
謂
ア
ン
チ
オ
キ
ヤ
で
北

シ
ワ
ヤ
の
都
市
o
前
三

〇
〇
年

に

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
大
王
没
後

の
･t
リ
ヤ
王
飼

の
せ
レ
コ
ス

嘉

に
よ
っ
て
昔

の
ギ

･
ワ
シ
ヤ
植
民
地
に
創
設
き
れ
た
.
商
業

の
中
心
地
と
し
て
シ
リ
サ
の
首
麻
と
な

り
'

ロ
ー
マ
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ヤ
に
次
ぐ
仝
ロ
ー
マ
帝
国
内

の
最
も
重
要
な

-隊
商
路

の
中
心
鮎
で
'
西
歴
十
世
紀
頃

k
S
JifJ
お
人
打
桐
密
な
都
市
で
あ
る
漣

ム
カ
ダ
ツ
シ
ー
は
記
し
て
い
る
｡

(IJ,E
,C,,
p
,
)07
)

#

⑱
ゥ
ボ
ラ
は
ギ
リ
シ
ャ
人
に
ア
ポ

B
ゴ
え
と
し
て
知
ら
れ
た
チ
グ
リ
ス
河
口
の
ペ
Y

ル
シ
ャ
潜
頭
東
洋
貿
易
港
で
あ
る

.

西
歴

1
世
紀
頃
か
ら
既
に
東
洋
貿
易
港
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
六

･
七
世
紀

の
間
に

7
暦
繁
昌
し
た
｡
l
ア
ラ
ピ
サ
人
が

･
此
警

占
領
し
て
か
ら
回
歴

7
七
年

(
舟
主

尺
)
に
晋

フ
十
か
マ
ル
は
､芸

ラ
の
卑
漁
を
さ
け
て
や
ゝ
内
地
に
バ
ス
ラ
市
を
建
設
し
'
八
九
世
紀
に
か
け
て

葉
菜
し
た
の
.で
ウ
ボ
ラ
転

や
ゝ
束
洋
貿
易
港
と
し
て
の
重
要
性
を
失

っ
た
が
な

お

相
常
繁
昌
し
て

い
た
O

(
桑
原
轄
蘇
著
汲
斯
潜

の
東
洋
貿
易
港
に
つ
い
て
束

西
交
通
史
論
叢
寅
三
六

〇
I
o.
L
,E
.a
.p
.
4
4
ム
7
)

⑯

D
e
G
oeje
曜
ド
ン
河
に
あ
て
て
い
る
0
､

都
市
と
し
て
繁
栄
し
た
｡
し
か
し
サ
ツ
サ
ン
朝

ペ
ル
シ
ャ
が
興
る
に
及
び
'
束

B
I
マ
の
東
方
勢
力
を
窮
め
る
鵠
k
攻
撃
き
れ
へ

コ
ス
B
l

l
世
に
よ
っ
て
五

三
八
年
に
破
竣
き
れ
た
｡
後

エ
ス
チ
エ
ア
ヌ
ス
帝

に
よ
り
再
建
さ
れ
た
が
'
六

三
八
年
に
ア
ラ
_･i,
ヤ
人
に
よ
り
占
領
さ
れ
封
ビ
ザ
y
γ
の
囲
境
防
衛
都
市
と
な

っ
た
O
現
泰

で
は
通
商
も
衰
退
し
市
場
も
重
要
で
な
-
々
っ
た
が
'
常
時
聖

4'

1
7
ラ
チ
ス
河
か
ら
地
中
海
に
執

是

も
､
シ
リ
ヤ
か
-

J小
ア
ジ
ア
に
府
-
に

叩‖

も
南
通
商
路

の
交
叉
鮎
で
重
要
な
商
業
都
市
で
も
あ
っ
た
.
ア
ン
ダ
ー
キ
ー
は

普
通
名
詞
で

｢械
盤
｣
を
意
味
し
放
物
工
業

の
中
心
地
と
し
て
の
昔

の
地
位
を

示
め
し
て
い
る

(声

l
.

I
p
,

359-360)

-

⑰

()e
G
乱
je
は
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
岸

の
B
a
tis
の
附
近

の
地
名
と
し
て
い
る

(

B
･G
･A

･

i
v

p
･
1
1
-

.)
･

バ
I
T

K.は
ラ
ッ
カ
の
軒

に
あ
い
算

か
ら

ユ

ー
^
ラ

チ
ス
河
は
北
上
し
て
い
.る
｡
此
所
は
シ
リ
ヤ
(
行
-
河
港
で
'
多
-
め

｢
ス
ラ
ブ

の
河
｣
･tlい
う
語
は
後
世

の
地

理
書

に
忙
な
-
な

か
｢
ル
ー
ス
の
･

河
山
-

襲
形
し
て
い
る
が
､
.
t̂J
の
こ
と
は
芸

ダ
ー

r･E
に
あ
ら
わ
れ
た
記
事

′

が
ロ
･1
ヤ
に
お
け
る
ノ
ル
マ
y
勢
力

の
親
闘
将
な
る
以
前

の
状
態
を
反
映
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
〆
る

.

(
声
)
.
I
i
T

p
.

1
t
B
t
)

⑳
酉
敷

革
紀
頓
誉

卜
B
ッ
パ
の
草
原
は
-

ル
コ
民
選

の
.王
国
に
鳳
し
て
い
た

が
､
そ
の
文
献
か
ら
験
し
て
カ
ザ
ー
ル
人
が
遊
牧
王
国
を
造

っ
た
と
い
わ
れ
る
O

そ
の
昔
好
は
'
赦

じ
め
ボ
ル
ガ
河
畔
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
'
六
二
七
年
に
封

ペ
ル
シ
ャ
戦
に
お
け
る
tiJ
ザ
ン
ツ
帝
観

の
儲
カ
な
同
盟
者
で
あ
っ
た
.
七
二

0

年
に
ア
Lラ
.b
ヤ
人
と
戦

っ
て
敗
れ
へ
そ
の
住
居
を

n
I
カ
サ
ス
の
北
斜
面
か

む

ボ
ル
ガ
の
下
流
に
居
を
移
し
た
と
い
わ
れ
る
.
(L
lL
,
I
p
.
7
8
6
)

⑳

B

d
e
M
.e
y
llaLrd

の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
(J
･
A
･IeP
･
tt6
)2識
B
)

こ
6j

箇
所
は

｢
ス
ラ
ブ

の
何
を
船
で
下

っ
て
カ
ザ
ル
の
町
を
遜
る
支
流
を
板

ぎ
り
･･
･

…
｣
と
な
つ
モ

海
野
,

ス
ラ
ブ

の
河
と
解
樺
し
て
い

る

.

.
つ
ま
り
船

(S
u
tlln
)

を

T
e
n

l･S
に
.'
玄
能

(k
h
a
h･d
JJ)
を

kh
am
h･d
Jtに
訂

革
き
れ
て
i
.る
こ
と
町

- 64-



な
る

が
､
ど
ち
ら
が
韮
ん
い
の
か
寛
本
が
見
れ
な
い
の
で
判
断
し
得
な
い
O

⑳

カ
ス
ピ
海
は
タ

バ
リ
ス
タ
･-
ン
海
'
ジ

ェ
ル
ジ
ア
-
ン
撮
り
バ
リ
ク
-
侮
辱
と

種

々
の
呼
び
名
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
ア
ラ
ビ
ヤ
人
が
湖

や
海
を
呼
ぶ
の
に
そ
Q
.

岸

に
あ
る
地
方
や
都
市

の
名
で
呼
ぶ
か
ら
で
'
カ
ス
ピ
海
は
後
に
か
ザ
ル
海
と

衰

ば
れ
る
の
は
中
聴
初
期
に
そ
の
北
方
に
あ
っ
た
カ
ザ
ー
ル
王
国

か
ら
そ
の
名

を
耽

っ
た
の
で
あ
る
｡

(L
,A
_a
,
p
.
2
2
-
2
3
.

p.
458)

⑳
此
所

の

｢彼
ら
｣
と
い
う
人
稀
代
名
詞
は
'

B
シ
ャ
商
人

を
さ
す

も
の
と
し
て

取
れ
'
イ
ス
ラ
ム
首
科
事
典
Ⅱ
東

二

八

7
.

ル
ー
ス
の
項
に
も
コ
ル
グ

I
T

べ
の

｢
B
･･･b
ヤ
商
人
の
路
｣

と
し
て
此
所

の
記
事
が
出
て
い
る

.

し

か

し

D
e

¢
o
e
j缶
は

ご

ダ
ヤ
商
人
｣
と
解
簿
L
t
内
容
か
ら
み
て
も
,そ
の
方
が
穣

常
で
あ
る
の
で
彼

の
敦
に
徹

っ
て
お
い
た
｡

⑳

｢
あ
ち
ら
の
ス
-
ス
｣

の
意
酪
O
現
泰
オ
南
部

モ
B
ツ
七
地
方
で
西
に
太
平
洋

に
凍
-
地
方
で
あ
る
｡
イ
ス
ラ
ム
地
理
単
著

の
記
事
に
よ
れ
ば
穀
物
果
物
共
に

豊
富
に
し
て
特

に
甘
庶
で
有
名
で
あ
る
｡
回
歴

二

七

(
七
三
五
)
年
に
ハ
ビ

ー
プ

･
プ

ン
･
ナ
ビ
-
･
サ
バ
イ
ド
に
ょ
Sa
征
取
き
れ
イ
ス
ラ
ム

に

改

宗

し

た
.
ヌ
ー
ス
地
方
は
タ
ン
ヂ
-
ル
を
首
噺
と
す
る
北
部

モ
B
ツ
コ
の
ス
-
ス
･

ア
ド
ナ

(
こ

ち
ら
の
ス
､-
ス
)
と
の
二
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
る
｡

,(E
･l
･

I
V

p
,
6
6
8
)

ユ

.@
ラ
テ
ン
語

の
ア
フ
リ

カ
か
ら
韓
靴
o
ア
ラ
ti)
ヤ
人
に
よ
っ
て
現
雀

の
地
ア
フ
リ

カ
の
東
部
を
き
し
'

西
は
マ
グ
リ
ブ
と
呼
ば
れ
る
｡

a

⑳
｡ハ
レ
ス
チ
ナ
の

一
都
市
｡

エ
ル
サ
レ
ム
の
束
北
東
に
あ
る
｡
ウ
マ
イ
ヤ
朝

の
カ

リ
フ
は
好
ん
で
パ
レ
ス
チ
ナ
の
諸
都
市
に
任
ん
だ
が
'
ワ
リ
ー
ド
の
時
彼

の
弟

で
パ
レ
ス
チ
ナ
の
知
事
で
あ
っ
た
ス
レ
イ
マ
ン
が
ラ
ム
ラ
の
新
都
市
を
回
歴

7

@
ア
フ
ワ
-
ズ
は
ク
ジ

ス
タ
ー
ン
の
首
府
o
玲
出
港
で
あ
る
バ
ス
ラ
の
商
品
集
欝

地
で
多
-
の
大
倉
庫
が
あ
p
各
地
か
ら
･の
商
品
を
パ
ス
ラ
に
運
ぶ
前
に
此
所
で

貯
威
し
た
｡
此
の
地
方

の
砂
糖
掠
十
世
紀
頃

の
ペ
ル
シ
ャ
∵

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
各

地
域
に
輸
出
さ
れ
'-
デ

ィ
ー
バ
ー
ア
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