
黎
�
�
宗
の
目
指
し
た
も
の

︱
︱
十
五
世
紀
大
越
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
對
外
政
策
︱
︱

八

尾

隆

生

は
じ
め
に

一

十
五
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
北
部
海
域
・
中
國
�
び
瑛
球

二

十
五
世
紀
大
越
の
�
易
體
制

二−

一

十
五
世
紀
の
大
越

二−

二

大
越
の
�
易
政
策

二−

三

大
越
陶
磁
の
�
搬
者

三

黎
�
大
越
の
﹁
擴
張
政
策
﹂
と
小
中
華


識
の
釀
成

三−

一

占
城
攻
擊

三−

二

西
方
攻
擊
�
び
北
方
で
の
緊
張
狀
態

三−

三

三
重
の
疆
域
槪
念
の
成
立
と
�
易
圈
の
�
壞
？

結
論
に
か
え
て

は

じ

め

に

筆
者
は
本
誌
に
第
一
論
�
を
一
九
八
八
年
に
發
表
し
て
以
來
︑
大
越
ヴ
ェ
ト
ナ
ム(1

)
黎
�
�
�
�
(一
四
二
八
～
一
五
二
七
年
)
硏
究
の
�
に
入

る
こ
と
と
な
っ
た
︒
九
一
年
か
ら
二
年
閒
の
本
國
留
學
に
よ
り
︑
現
地
に
は
同
時
代
に
關
係
す
る
多
く
の
地
方
�
書

(
多
く
は
後
世
の
再
寫
本
で
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は
あ
る
が
)
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
︑
そ
れ
を
用
い
た
硏
究
に
沒
頭
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
硏
究
は
八
尾
﹇
二
〇
〇
九
﹈
と
し
て
一
應

ま
と
ま
っ
た
が
︑
地
方
�
料
の
も
つ
性
格
と
筆
者
本
人
の
關
心
な
い
し
能
力
の
限
界
に
よ
り
︑
同
書
は
そ
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
記
し
た
ご
と
く
︑

極
め
て
視
野
の
狹
い
﹁
一
國
�
�
﹂
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
︒
本
稿
は
遲
ま
き
な
が
ら
そ
の
反
省
の
上
に
立
ち
︑
同
時
代
に

お
け
る
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
世
界
の
な
か
で
の
黎
�
大
越
國
の
位
置
づ
け
を
︑
�
易
︑
外
�
︑
戰
爭
な
ど
の
觀
點
か
ら
行
う
も
の
で
あ
る
︒

一

十
五
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
北
部
海
域
・
中
國
�
び
瑛
球

周
知
の
ご
と
く
︑
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
手
法
を
東
南
ア
ジ
ア
�
に
�
用
し
た
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
リ
ー
ド
﹇
R
eid
1988
;1993﹈
は
︑
一
四
五
〇
年
か

ら
一
六
八
〇
年
ま
で
の
東
南
ア
ジ
ア

(中
國
南
部
を
も
一
部
含
む
)
に
活
潑
な
�
易
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
︑
ア
ナ
ー
ル
學
&
の
手
法
に
則
り
︑

そ
れ
に
'
う
怨
宗
敎
(上
座
佛
敎
や
イ
ス
ラ
ー
ム
敎
)
の
傳
播
や
各
地
の
社
會
變
容
等
を
も
含
め
て
多
面
�
に
描
き
︑
こ
の
時
�
を
﹁
商
業

(�

易
)
の
時
代
﹂
と
命
名
し
た
︒

氏
の
說
に
は
ジ
ェ
フ
・
ウ
エ
イ
ド
﹇
W
ade
2009﹈
の
﹁
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
商
業
の
時
代
は
一
つ
と
は
限
ら
な
い
﹂︑
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・

リ
ー
バ
ー
マ
ン
﹇
L
ieberm
an
1997﹈
の
﹁
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
と
島
嶼
部
と
の
同
時
代
性
に
は
首
肯
し
が
た
い
﹂
等
の
批
5
が
で
て
お
り
︑

海
域
�
に
疎
い
筆
者
で
も
何
故
﹁
ë
和
の
大
航
海
を
こ
の
時
代
に
含
め
な
い
の
か
﹂
と
か
︑﹁
瑛
球
の
活
動
は
ど
う
な
る
の
か
﹂
と
い
っ
た
疑

問
が
湧
く
︒
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
や
海
域
ア
ジ
ア
�
硏
究
が
盛
ん
に
な
る
中
︑
氏
の
說
に
は
多
く
の
修
正
す
べ
き
點
を
含
み
つ

つ
も
ほ
ぼ
﹁
定
說
﹂
と
し
て
6
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
狀
で
あ
る
︒
そ
し
て
十
五
世
紀
は
こ
の
時
代
の
初
�
に
該
當
す
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
時
代
の
こ
の
海
域
の
東
西
で
︑
中
繼
�
易
に
よ
り
特
に
繁
榮
し
た
の
が
二
つ
の
怨
興
8
市
國
家
マ
ラ
ッ
カ
と
瓜
一
瑛
球
王
國
で
あ
っ
た
︒

こ
の
二
つ
の
�
易
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
し
て
日
本
︑
瑛
球
︑
�
鮮
︑
中
國
︑
東
南
ア
ジ
ア
︑
イ
ン
ド
洋
以
西
を
つ
な
ぐ
�
易
圈
が
成
立
し
︑
十

六
世
紀
に
は
そ
れ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
商
人
が
參
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
商
業
の
時
代
﹂
は
�
盛
�
を
9
え
る
こ
と
と
な
る
︒

東
南
ア
ジ
ア
の
北
側
に
位
置
す
る
中
國
は
︑
東
南
ア
ジ
ア
�
易
�
に
缺
か
す
こ
と
の
出
來
な
い
存
在
で
あ
る
が
︑
强
勢
を
誇
っ
た
元
が
北
方
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に
;
い
た
後
︑
一
三
六
八
年
に
<
�
が
成
立
し
た
︒
初
代
皇
=
太
祖
洪
武
=
は
海
禁
と
�
貢
貿
易
體
制
を
セ
ッ
ト
に
し
て
?
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
結
果
�
に
�
貢
貿
易
以
外
の
�
易
を
嚴
禁
す
る
方
策
を
?
る
に
至
り
︑
そ
れ
が
後
代
の
@
例
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
︒

�
A
︑
旣
發
表
論
�
を
も
と
に
し
て
公
刊
さ
れ
た
檀
上
C
の
A
著
﹇
二
〇
一
四
：
第
一
部
﹈
で
は
F
去
の
諸
說
を
批
5
︑
繼
承
し
︑﹁
海

禁=

�
貢
貿
易
體
制
﹂
が
中
國
�
上
極
め
て
特
衣
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
海
禁
は
本
來
�
易
と
は
無
關
係
で
︑
成
立
ま
も
な
い
<
の
臣
民
を

海
上
の
非
合
法
勢
力

(密
貿
易
商
人
な
ど
も
含
む
)
か
ら
守
る
こ
と
が
H
目
�
で
あ
っ
た
こ
と
︑
<
を
中
心
と
す
る
國
際
秩
序
を
再
I
築
し
︑
�

貢
に
附
隨
す
る
�
貢
貿
易
を
@
じ
て
海
外
�
易
に
瓜
制
を
か
け
よ
う
と
し
た
こ
と
︑
兩
方
の
政
策
が
相
ま
っ
て
﹁
海
禁=

�
貢
貿
易
シ
ス
テ

ム
﹂
が
成
立
し
た
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
る
︒

し
か
し
氏
も
J
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
︑
密
輸
を
含
む
中
國
產
品
の
海
外
輸
出
が
實
際
に
減
少
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
符
が
つ
く
︒

特
に
永
樂
=
歿
後
︑
北
方
と
の
關
係
が
緊
張
の
度
を
加
え
る
に
つ
れ
東
南
沿
海
部
の
瓜
制
は
N
み
︑
實
態
と
理
念
は
乖
離
し
た
も
の
と
な
っ
て

い
っ
た
︒
ま
た
桃
木
至
O
﹇
二
〇
一
一
：
一
五
一
～
五
四
﹈
が
論
ず
る
よ
う
に
︑
貿
易
の
管
理
瓜
制
と
貿
易
量
の
減
少
は
同
義
で
は
な
い
︒
氏

は
後
に
営
べ
る
瑛
球
以
外
に
︑
大
越
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
東
南
ア
ジ
ア
と
<
と
の
中
繼
�
易
に
大
き
く
寄
與
し
た
可
能
性
ま
で
示
唆
し
て
い
る
﹇
一

五
四
﹈︒
依
然
と
し
て
中
國
�
び
中
國
の
產
品
は
﹁
商
業
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
﹂
の
重
P
な
I
成
P
素
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る(2

)
︒

そ
し
て
大
越
の
方
は
一
旦
置
く
と
し
て
︑
そ
の
貿
易
瓜
制
の
恩
惠
を
6
け
る
形
で
瑛
球
王
國
が
中
繼
�
易
で
勃
興
す
る
の
で
あ
る
︒

旣
に
多
く
の
硏
究
が
出
て
い
る
の
で
贅
言
を
P
さ
な
い
が
︑
<
が
怨
王
�
成
立
を
宣
言
し
︑
國
外
に
向
か
っ
て
は
�
貢
を
促
し
た
際
︑
從
來

か
ら
の
�
貢
國
を
Q
い
か
け
る
よ
う
に
そ
れ
に
應
じ
た
の
が
當
時
瑛
球
內
部
で
霸
を
競
っ
て
い
た
中
山
國
で
あ
る
︒
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
る
山
北
︑

山
南
二
國
も
遲
れ
て
入
貢
し
た
が
︑
中
繼
�
易
の
利
を
得
た
こ
と
が
中
山
國
に
よ
る
瑛
球
瓜
一
促
S
の
一
因
と
い
う
の
が
@
說
で
あ
る
︒

A
年
︑
こ
の
<
の
瑛
球
招
諭
に
極
め
て
興
味
深
い
理
解
を
提
示
し
た
の
が
岡
本
弘
�
﹇
二
〇
一
〇
﹈
で
あ
る
︒
以
下
本
違
の
行
論
は
專
ら
氏

の
書
に
依
據
す
る
こ
と
と
な
る
が
︑
氏
は
瓜
一
瑛
球
國
が
<
に
よ
る
怨
設
の
東
ア
ジ
ア
海
域
秩
序
維
持
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
﹇
岡

本

二
〇
一
〇
：
第
一
違
﹈︒
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<
成
立
當
初
︑
東
シ
ナ
海
海
域
に
は
﹁
倭

寇
﹂
に
な
り
か
ね
な
い
海
上
勢
力

(こ
の
中
に
は

朱
元
璋
に
敗
れ
た
元
末
の
群
雄
の
殘
黨
も
含
む
)
が

多
く
存
在
し
た
︒
<
は
當
初
そ
の
取
り
閲
ま
り

の
役
割
を
日
本
に
�
待
し
た
が
﹇
檀
上

二
〇

一
四
：
第
六
違
﹈︑
日
本
本
土
の
室
町
幕
府
に

は
こ
れ
ら
の
勢
力
を
瓜
制
し
た
り
束
ね
た
り
す

る
力
は
な
い
ば
か
り
か
︑
結
託
す
る
勢
力
も
存

在
し
︑
<
は
そ
の
役
割
を
瑛
球
に
�
待
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
見
V
り
が
瑛
球
に
對
す

る
樣
々
な
優
W
措
置
で
あ
る
︒
�
貢
X
の
賜
與
︑

華
人
の
瑛
球
に
お
け
る
存
在
︑
年
あ
た
り
無
制

限
の
�
貢
許
可
︑
瑛
球
瓜
一
が
確
定
す
る
ま
で

は
中
山
︑
山
北
︑
山
南
の
三
國
に
そ
れ
ぞ
れ
�

貢
許
可
を
出
し
た
こ
と
︑﹃
歷
代
寶
案
﹄
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
�
書
外
�
を
'
う
�
易
技
法
の

提
供
等
が
そ
れ
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
措
置
を
も

と
に
︑
瑛
球
は
小
葉
田
淳
﹇
一
九
三
九
﹈
以
來

の
硏
究
に
あ
る
よ
う
に
︑
<
か
ら
囘
賜
・
�
易
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圖一 瑛球・滿剌加の對<�貢囘數 (10年きざみ) [岡本 2010 : 18, 194] より



品
と
し
て
陶
磁
器
や
絹
製
品
を
入
手
し
︑
そ
れ
を
東
南
ア
ジ
ア
方
面
に
賣
り
さ
ば
き
︑
東
南
ア
ジ
ア
の
產
物
で
あ
る
香
料

(蘇
木
︑
胡
椒
等
)

を
手
に
し
て
再
び
<
に
�
貢
す
る
と
い
う
中
繼
�
易
國
家
と
し
て
繁
榮
し
た
の
で
あ
る
︒

<
の
政
策
に
乘
る
形
で
﹁
立
國
﹂
し
︑
�
易
の
利
に
預
か
っ
た
瑛
球
で
あ
っ
た
が
︑
岡
本
は
︑
早
く
も
十
五
世
紀
[
ば
か
ら
<
の
瑛
球
へ
の

厚
W
が
漸
減
し
︑
瑛
球
に
よ
る
�
貢
囘
數
・
�
貢
X
隻
數
が
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(﹇
圖
一
﹈
參
照
)
︒
原
因
と
し
て
は

�
営
の
ご
と
く
︑
北
邊
で
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
︑
�
貢
に
か
か
る
經
費
が
膨
大
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
︑
大
越
黎
�

の
�
�
に
該
當
す
る
十
五
世
紀
の
\
�
閒
を
@
し
て
瑛
球
の
國
家
H
]
の
�
易
活
動
が
必
ず
し
も
盛
ん
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

確
J
さ
れ
る
︒

岡
本
は
怨
興
の
瑛
球
が
�
貢
開
始
の
か
な
り
早
い
時
�
か
ら
<
の
希
^
を
裏
切
る
樣
々
な
不
法
行
爲
︑
例
え
ば
定
ま
っ
た
貢
�
以
外
の
_
用

(<
は
結
局
こ
れ
を
J
め
る
)
﹇
岡
本

二
〇
一
〇
：
二
九
～
三
○
﹈︑
瑛
球
人
の
<
で
の
不
法
滯
在
﹇
三
八
～
三
九
﹈
等
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
︑
<
の
厚
W
策
が
漸
減
し
た
こ
と
は
︑
當
然
﹁
瑛
球
﹂
に
`
括
さ
れ
て
い
た
勢
力
に
よ
る
非
合
法
活
動
の
活
潑
a
を
惹
b
し
た
︒

﹃
大
<
實
錄
﹄
な
ど
で
は
福
円
・
廣
東
な
ど
の
沿
岸
地
帶
で
の
﹁
海
e
﹂﹁
密
貿
易
﹂
等
の
不
法
行
爲
が
十
五
世
紀
に
入
る
と
多
く
記
錄
さ
れ
る

が
︑
<
側
の
J
識
で
は
そ
の
多
く
は
本
來
瑛
球
と
大
越
が
取
り
閲
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
﹁
倭
寇
﹂
�
行
動
が
︑
さ
ら
に
南
下

し
て
大
越
の
沿
海
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

二

十
五
世
紀
大
越
の
�
易
體
制

二−

一

十
五
世
紀
の
大
越

十
五
世
紀
の
大
越
も
一
つ
の
劃
�
を
9
え
て
い
た
︒
同
世
紀
初
頭
︑
陳
�
を
簒
奪
し
た
胡
�
は
そ
れ
を
口
實
と
し
た
<
の
f
略
を
う
け
︑
滅

g
す
る
︒
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
そ
の
後
h
二
十
年
閒
<
の
直
i
荏
�
下
に
置
か
れ
る
が
︑
淸
a(3

)

(
タ
イ
ン
ホ
ア
)
の
土
豪
黎
利
を
中
心
と
し
た
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年
表
一

中
・
越
皇
=
元
號
對
照
表

1370

1380

1390

1400

1410

1420

中
國
<
�

太
祖

惠
=

太
宗

仁
宗

宣
宗

洪
武

円
�

永
樂

洪
熈

宣
德

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
大
越

陳
�

胡
�

屬
<
�

1430

1440

1450

1460

1470

1480

中
國
<
�

宣
宗

英
宗

景
=

英
宗

憲
宗

宣
德

正
瓜

景
泰

天
順

成
a

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
大
越

黎
太
祖

黎
太
宗

黎
仁
宗

黎
廢
=

黎
�
宗

順
天

紹
m

大
寶

大
和

n
寧

天
興

光
順

洪
德

1490

1500

1510

1520

1530

1540

中
國
<
�

孝
宗

武
宗

世
宗

弘
治

正
德

嘉
靖

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
大
越

黎
�
宗

黎
憲
宗

黎
肅
宗

黎
威
穆
=

黎
襄
q
=

黎
昭
宗

黎
恭
皇

莫
太
祖

莫
太
宗

莫
福
海

洪
德

景
瓜

泰
貞

端
慶

洪
順

光
紹

瓜
元

<
德

大
正

廣
和



十
年
に
�
ぶ
抗
戰
の
後
︑
獨
立
を
囘
復
し
て
一
四
二
八
年
に
黎
�
が
成
立
す
る
︒

初
代
太
祖
黎
利
の
後
︑
黎
�
政
權
は
<
と
同
樣
︑
國
內
瓜
治
は
比
�
�
安
定
を
保
つ
が
︑
獨
立
戰
爭
に
貢
獻
し
た
武
臣

(多
く
が
黎
=
と
故

r
を
と
も
に
す
る
淸
a
集
團
が
中
心
)
﹇
八
尾

二
〇
〇
九
：
第
一
違
・
第
二
違
﹈)
と
�
a
�
に
先
S
地
で
あ
る
紅
河
m
野(

4
)

出
身
の
�
臣
な
ど
を
卷

き
s
ん
だ
權
力
鬭
爭
が
[
世
紀
も
續
き
︑
=
權
も
安
定
し
な
い
ま
ま
︑
二
代
太
宗
︑
三
代
仁
宗
︑
四
代
廢
=
宜
民
の
す
べ
て
が
衣
常
死
を
t
げ

て
い
る
︒

五
代
�
宗

(在
位
：
一
四
六
〇
～
九
七
年
)
の
時
代
に
︑
權
力
鬭
爭
の
H
役
で
あ
っ
た
淸
a
集
團
の
第
一
世
代
が
ほ
ぼ
淘
汰
さ
れ
た
と
い
う
幸

�
も
あ
っ
て
︑
=
權
は
よ
う
や
く
確
立
し
︑
�
宗
の
治
世
は
後
世
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
�
官
か
ら
現
代
の
硏
究
者
に
至
る
ま
で
﹁
榮
光
の
時
代
﹂
と

u
價
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
は
そ
の
u
價
自
體
を
强
く
否
定
は
し
な
い
も
の
の
︑
そ
の
後
の
大
越
の
凋
落
を
招
く
よ
う
な
否
定
�
な
現
象
が
旣
に

そ
の
瓜
治
時
代
か
ら
現
れ
て
い
た
こ
と
を
︑
農
業
政
策
や
行
政
制
度
に
見
ら
れ
る
﹁
硬
直
a
﹂
に
v
目
す
る
こ
と
で
指
摘
し
た
﹇
八
尾

二
〇

〇
九
：
第
二
部
﹈︒
ま
た
︑
そ
の
﹁
繁
榮
�
宴
﹂
も
農
業
�
觀
︑
陸
地
�
觀
に
か
た
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
批
5
が
リ
・
タ
ナ
﹇
二
〇
〇
四
﹈

﹇
L
i
T
ana
2009﹈︑
そ
れ
に
か
つ
て
は
筆
者
同
樣
︑
政
治
�
に
x
っ
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ッ
ト
モ
ア
﹇
W
hitm
ore
2006﹈
等
に
よ
っ
て
出

さ
れ
て
い
る(5

)
︒

し
か
し
年
代
記
を
は
じ
め
と
す
る
大
越
の
�
料
に
は
�
易
に
關
す
る
記
事
が
極
端
に
少
な
く
︑
そ
れ
す
ら
讀
む
~
境
に
な
か
っ
た
リ
ー
ド
の

著
も
︑
十
五
世
紀
大
越
を
﹁
商
業
の
世
界
﹂
に
う
ま
く
位
置
づ
け
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
で
は
同
時
�
の
大
越
は
ひ
た
す
ら
內
向
き
の
閉
�

�
な
農
業
立
國
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

考
古
學
︑
特
に
陶
磁
器
硏
究
の
世
界
で
は
こ
の
よ
う
な
見
方
は
旣
に
否
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
大
越
は
十
四
世
紀
後
[
に
は
鐵
繪
陶
磁
を
發
展

さ
せ
て
靑
白
磁

(染
附
)
の
製
作
に
成
功
し
︑
十
五
世
紀
に
は
大
量
の
優
品
が
製
作
さ
れ
た

(﹇
長
谷
部

一
九
九
〇
：
一
九
六
～
九
九
︑
二
〇
一
～

二
二
﹈︑﹇
菊
池

二
〇
〇
三
：
一
五
七
～
六
八
﹈
等
)
︑
そ
れ
ら
の
多
く
は
タ
イ
の
鐵
繪
陶
磁
と
と
も
に
︑
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
證
<

す
る
の
が
現
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
群
島
に
殘
さ
れ
て
い
る
�
物
や
︑
西
で
は
�
く
ト
ル
コ
の
ト
プ
カ
プ
宮
殿
�
物
館
等
に
殘
る
靑
白
磁
で
あ
る(6

)
︒
こ
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れ
ら
は

“M
ing
G
ap”
と
い
う
閒
隙
を
ぬ
っ
て
︑
中
國
陶
磁
の
代
替
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
︑
輸
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
�
纂
�
料
か
ら
は
窺

え
な
い
活
潑
な
�
易
活
動
の
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
の
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
v
目
す
べ
き
こ
と
は
︑
こ
の
﹁
商
業
の
時
代
﹂
の
始
ま
り
の
時
�
に
︑
黎
�
宗
が
國
力
の
閏
實
・
軍
事
體
制
の
完
備
を
も
と
に
︑

西
は
現
ラ
オ
ス
・
タ
イ
北
部
・
ビ
ル
マ
北
東
部
︑
北
は
<
と
の
國
境
地
帶
︑
南
は
占
城
(チ
ャ
ン
パ
)
へ
大
小
の
軍
事
行
動
を
仕
掛
け
て
い
る

こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
軍
事
行
動
の
目
�
に
關
し
て
も
樣
々
な
說
が
A
年
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
は
後
営
の
ご
と
く
︑
商
業
�
源
や
ル
ー

ト
の
確
保
の
た
め
と
い
っ
た
見
方
も
出
て
き
て
い
る
︒
そ
こ
で
以
下
で
は
大
越
の
�
易
を
め
ぐ
る
政
策
と
軍
事
行
動
が
﹁
商
業
の
時
代
﹂
と
ど

う
關
聯
す
る
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

二−

二

大
越
の
�
易
政
策
と
わ
ず
か
な
怨
�
料

旣
営
の
ご
と
く
︑
黎
�
�
�
の
大
越
が
ど
の
よ
う
な
�
易
策
を
と
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
斷
片
�
な
�
料
し
か
殘
っ
て
い
な
い
︒
そ
の

中
で
比
�
�
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
︑
國
初
に
作
成
さ
れ
た
﹃
國
�
𠛬
律(7

)
﹄
の
條
�
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
現
ク
ア
ン
ニ
ン

省
に
屬
し
︑
北
部
灣

(ト
ン
キ
ン
灣
)
に
位
置
す
る
雲
屯
群
島(8

)

(地
圖
一
參
照
)
で
か
な
り
嚴
格
な
�
易
瓜
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
っ
て

い
る
︒
ま
ず
︑
第
六
一
二
條

(雜
律
違
第
六
〇
條
)
で
は
︑

諸
て
官
司
で
理
由
も
無
く
�
手
に
雲
屯
諸
庄
や
諸
も
ろ
の
鎭
關
隘
か
ら
出
た
者
は
︑
徒
液
𠛬
と
す
る
︒
吿
發
者
に
�
壹
�
を
賞
と
す
る
︒

(諸
官
司
︑
無
故
私
出
雲
屯
諸
庄
�
諸
鎭
關
隘
者
︑
以
徒
液
論
︒
賞
吿
者
�
壹
�
︒)

と
あ
っ
て
︑
關
係
者
以
外
の
雲
屯
や
國
境
地
帶
へ
の
接
A
行
爲
が
禁
じ
ら
れ
︑
第
六
一
六
條

(雜
律
違
第
六
四
條
)
で
は

諸
て
a
外
の
商
舶
は
雲
屯
庄
で
販
賣
す
る
︒
察
海
_
で
︑
�
手
に
海
外
の
關
�
を
出
て
︑
預
め
檢
査
を
行
っ
た
者
は
貶
壹
�
と
す
る
︒

(以
下
略
)
(諸
a
外
商
舶
︑
就
雲
屯
庄
販
賣
︑
而
察
海
_
︑
私
出
海
外
關
頭
︑
預
行
檢
對
者
貶
壹
�
︒)

と
あ
っ
て
︑
�
易
X
が
や
っ
て
き
た
際
も
︑
ま
ず
﹁
察
海
_
﹂
が
X
荷
︑
乘
組
員
の
點
檢
を
行
う
が
︑
彼
ら
も
獨
斷
專
行
は
許
さ
れ
な
い
︒
そ
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の
後
︑
第
六
一
四
條

(雜
律
違
第
六
二
條
)
に

諸
て
瀕
海
庄
寨
で
商
舶
を
9
接
す
る
に
あ
た
り
︑
貨
物
を
こ
っ
そ
り
盜
搬
す
る
者
は
貶
三
�
か
つ
密
輸
品
の
二
倍
を
官
に
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
︑
そ
の
[
分
は
吿
發
者
へ
の
賞
と
さ
れ
る
︒
庄
寨
の
H
は
�
管
の
權
利
を
失
う
︒
(諸
瀕
海
庄
寨
︑
9
接
商
舶
︑
偸
搬
貨
物
者
貶
參
�
︑

倍
贓
貳
分
入
官
︒
以
壹
分
賞
吿
者
︒
庄
寨
H
者
︑
失
�
H
︒)

と
あ
る
よ
う
に
︑
外
國
商
人
は
8
附
A
に
あ
る
﹁
瀕
海
庄
寨
﹂
で
の
v
留
が
許
可
さ
れ
る
が
︑
そ
こ
で
の
無
許
可
の
�
易
は
許
さ
れ
な
い
︒
�

に
第
六
一
五
條

(雜
律
違
第
六
三
條
)
に

諸
て
雲
屯
庄
の
人
で
中
國
の
貨
物
を
携
行
し
て
上
京
す
る
に
あ
た
り
︑
安
撫
司
の
給
據
に
據
ら
ず
︑
�
東
步
に
至
り
︑
提
舶
司
の
點
檢
に

就
か
ず
︑
�
手
に
買
賣
を
行
う
者
︑
雲
屯
に
囘
歸
す
る
日
限
に
な
っ
て
︑
提
舶
司
の
給
據
に
據
ら
ず
し
て
@
貿
の
場
に
至
り
︑
ま
た
安
撫

司
の
點
檢
に
就
か
ず
︑
�
手
に
雲
屯
庄
に
�
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
貶
一
�
︑
罰
錢
百
貫
と
し
︑
そ
の
三
分
の
一
を
吿
發
者
へ
の
賞
と
す
る
︒

(以
下
略
)
(諸
雲
屯
庄
人
︑
載
北
貨
上
京
︑
不
關
安
撫
司
給
據
︒
至
�
東
步
︑
印
不
就
提
舶
司
點
檢
︑
而
私
自
買
賣
︒
�
至
囘
歸
日
︑
不
關
提
舶
司
給
據
︑

至
@
貿
場
︒
印
不
就
安
撫
司
點
檢
︑
而
私
自
�
庄
︑
各
貶
壹
�
︑
罰
錢
壹
百
貫
︒
賞
吿
者
︑
參
分
之
壹
︒
(以
下
略
))

と
あ
る
よ
う
に
︑
外
國
商
人
か
ら
得
た
�
易
品
を
得
た
雲
屯
の
商
人
は
﹁
安
撫
司(9

)
﹂
に
よ
る
給
憑
が
行
わ
れ
た
後
︑
よ
う
や
く
上
京
が
許
さ
れ

る
が
︑
京
師
昇
龍
の
東
を
液
れ
る
紅
河
の
對
岸
に
あ
る
�
東
步
(現
ハ
ノ
イ
市
內
紅
河
東
岸
の
ロ
ン
ビ
エ
ン
區
)
に
至
る
︒
そ
こ
で
﹁
提
舶
司
﹂
に

よ
る
憑
の
點
檢
を
6
け
︑
よ
う
や
く
京
師
の
﹁
@
貿
場
﹂
で
�
易
が
許
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
場
�
に
行
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︒
�
る
際

も
同
樣
に
提
舶
司
︑
安
撫
司
に
よ
る
憑
確
J
の
後
︑
庄
寨
に
戾
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒

桃
木
﹇
二
〇
一
一
：
一
五
三
﹈
は
︑
雲
屯
に
限
ら
ず
︑
こ
う
し
た
瀕
海
で
の
密
貿
易
行
爲
が
摘
發
さ
れ
た
例
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
い
る(10

)
︒

安
易
な
﹁
農
業
�
觀
﹂
は
批
5
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
�
易
場
・
�
易
者
の
限
定
︑
外
國
人
自
身
の
商
行
爲
目
�
の
上
京
を
許
さ
な
い
こ
と
︑

海
外
渡
航
の
禁
止
な
ど
︑
理
念
と
し
て
は
<
同
樣
の
﹁
海
禁
﹂
(と
い
っ
て
も
<
の
よ
う
に
國
內
沿
岸
�
易
す
ら
禁
じ
た
證
據
は
な
い
し
︑
外
國
X
の
到

來
も
禁
じ
て
は
い
な
い
が
)
に
A
い
狀
態
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
�
當
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
堅
い
理
念
と
は
い
さ
さ
か
反
す
る
實
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�
を
示
す
�
料
が
地
方
か
ら
A
年
で
て
き
て
い
る
︒

�
営
の
ご
と
く
︑
大
越
で
は
十
四
世
紀
後
[
よ
り
陶
磁
生
產
の
技
�
が
向
上
し
︑
十
五
世
紀
に
は
品
�
と
な
っ
て
い
た
<
の
靑
花
磁
の
代
替

品
に
な
り
え
る
優
品
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
中
心
が
紅
河
m
野
東
部
の
現
ハ
イ
ズ
オ
ン
省(11

)
の
チ
ュ
ダ
ウ
窯

(
地
圖
一
︑
同
窯
の

槪
P
に
關
し
て
は
﹇
T
ăng
B
á
H
oành
1999﹈
等
參
照
)
で
︑
そ
の
創
始
者
の
一
人
と
さ
れ
る
の
が
女
性
陶
工
の
一
人
裴
氏
戲
で
あ
る
︒
A
年
︑
子

孫
の
家
附
A
か
ら
︑
他
の
�
物
に
混
じ
っ
て
彼
女
の
墓
誌
の
�
違
を
寫
し
取
っ
た
銅
盆
が
發
見
さ
れ
た

(筆
者
實
見
)
︒
以
下
が
そ
れ
で
あ
る
︒

裴
氏
戲
墓
誌

(現
物
寫
眞
�
び
錄
�
は
﹇
八
尾

二
〇
一
二
：
三
九
四
～
九
七
﹈
に
旣
出
)

※
■
は
5
讀
不
<
�
字
一
字
︑
□
は
ほ
ぼ
閒
�
い
な
い
推
測
に
よ
る
補
足
�
字
︑﹂
は
改
行
︑︻

︼
は
筆
者
に
よ
る
v
記
を
示
す
︒
附
線
は
固
�
名

詞
︑
附
線
は
字
喃

(チ
ュ
ノ
ム
︑
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
民
族
�
字
)
を
示
す
︒

�
面
碑
�

(上
部
に
右
か
ら
橫
書
き(12
))

景
瓜
壬
戌
年
十
¡
初
十
日
︑
夫
軍マ
マ

鄧
福
立
﹂︒
夫
人
生
於
m
定
王
庚
子
︑
生
在
光
映
庄
嘉
福
縣
﹂︒
裴
氏
諱
戲
奇
才
夫
人
之
墓
﹂︻
大
字
︼︒

壽
¤
景
瓜
己
未
年
八
¡
十
二
日
︒
墓
在
上
糖
﹂︒

後
面
碑
�

(上
部
に
右
か
ら
橫
書
き
)

奇
才
夫
人
裴
氏
戲
︑
號
^
¡
︒
是
子
女
長
馬
武
官
裴
廷
義
︑
欽
三
代
老
﹂
將
裴
國
興
︒
夫
人
才
�
美
字
︑
奇
才
畫
︒
改
男
應
試
三
長マ
マ

︑
至

大
保マ
マ

壬
戌
﹂
年
︑
大
科
犯
律
︑
官
長
¦
︒
後
乃
出
嫁
■
大
H
夫
君
鄧
士
︑
爲
藝
琴
︒
■
■
﹂
在
南
策
州
舟
庄
︒
太マ

和マ

十
年
︑
囘
光
映
庄
園
︒

男
弟
裴
b
招
奴
︑
■
爐
於
﹂
北
地
庄
︑
A
定
桃
江
︒
�
商
南
策
州
︑
制
特
品
︑
貢
皇
�
︒
出
入
商
多
︑
國
外
日
國
・
北
國
・
西
方
︒
後
︑

鄧
士
同
商
奴
︑
■
禍
死
於
東
海
︒
後
︑
再
嫁
大
家
鄧
﹂
福
舟
庄
︒
夫
人
奇
才
第
一
︑
特
品
■
_
舟
庄
夫
人
︑
是
者
壯
女
︑
武
才
﹂
@
�
︒
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北
國
・
日
國
・
西
方
三
番
爲
H
商
團
︑
�
國
外
︑
奄
�
特
品
︒
悲
哉
︑
夫
﹂
人
奇
才
陶
瓶
︑
仍
無
子
︒
後
囘
光
映
庄
︑
興
公マ
マ

寺
・
廷
・
庄

族
祠
堂
︑
興
公マ
マ

橋
﹂
石
惇
書
・
林
球
︒
至
己
未
年
八
¡
十
二
日
夜
︑
天
地
狂
亂
︑
風
雷
雨
︒
奇
哉
︑
■
﹂
內
夫
人
臥
︒
沈
光
洪
發
︑
如
昇

龍
︒
段
夫
人
a
︒
後
︑
�
靈
■
︒
�
心
求
必
應
︒﹂
景
瓜
壬
戌
年
十
¡
初
十
日
︑
夫
軍マ
マ

鄧
福
ï
︒﹂
保
大
壬
申
年
立
春
正
¡
︑
■
■
裴
德
閏

抄
傳
古
石
碑
︒﹂
ô
引
︑
奬
時
︑
古
石
碑
祖
姑
藏
大
地
靈
︒
竝
禁(13

)
︒﹂

長
�
な
の
で
¦
語
譯
は
省
略
し
て
H
な
內
容
を
列
擧
す
る
と
︑

(1
)

裴
氏
戲

(號
^
¡
)
の
生
年
は
m
定
王

(卽
位
�
の
黎
利=

黎
太
祖
)
庚
子
年

(
一
四
二
〇
)
で
︑
þ
去
の
年
が
景
瓜
己
未
年

(一
五
〇

二
)
で
あ
る
︒

(2
)

彼
女
の
父
の
名
は
裴
廷
義
で
︑
彼
女
は
開
國
功
臣
裴
國
興
の
三
代
の
孫
に
あ
た
り
︑
弟
裴

(廷
)
b(

14
)

が
存
在
す
る
︒

(3
)

彼
女
は
�
才
が
あ
り
︑
繪
畫
に
優
れ
︑
奇
才
夫
人
と
も
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
︑
大
寶
壬
戌
(三
)
年

(一
四
四
二
)
の
科
擧
に
應
じ

た
が
︑
女
性
で
あ
る
こ
と
が
露
見
し
︑
放
¦
さ
れ
た
︒

(4
)

そ
の
後
︑
富
家
の
鄧
士
に
嫁
ぎ
︑
窯
業
を
生
業
と
し
︑
南
册
州
の
舟
庄

C
hâu
(C
hu)
T
rang
(今
の
チ
ュ
ダ
ウ

C
hu
Đ
â̇u)
に
居


し
た
︒

(5
)

大
和
十
年

(一
四
五
二
)
に
光
映
庄
に
戾
り
︑
弟
と
陶
工
を
®
い
︑
窯
を
庄
の
北
に
つ
く
っ
た
︒
(
そ
こ
は
�
¯
路
と
し
て
の
)
定
桃
江

に
A
く
︑
南
册
州
方
面
と
商
賣
を
行
っ
た
︒

(6
)

優
品
を
制
作
し
︑
�
廷
に
も
貢
°
し
た
︒

(7
)

�
涉
相
手
の
商
人
が
多
く
︑
國
外
で
も
中
國

(北
國
)
︑
日
本

(日
國
)
︑
西
方

(
東
南
ア
ジ
ア
か
イ
ス
ラ
ー
ム
圈
か
？
)
が
あ
っ
た
︒

(8
)

夫
鄧
士
は
海
難
に
³
い
︑
東
海
(南
シ
ナ
海
)
で
死
去
し
︑
そ
の
後
彼
女
は
舟
庄
の
富
家
鄧
福
と
再
婚
し
た
︒

(9
)

彼
女
は
度
胸
も
あ
り
︑
語
學
も
堪
能
で
あ
っ
た
た
め
︑
國
外
で
も
日
本
︑
中
國
︑
西
方
諸
國
が
彼
女
を
商

(X
)
團
の
リ
ー
ダ
ー
と

仰
ぎ
︑
國
外
に
赴
い
て

(他
國
の
)
優
品
と
�
易
を
行
っ
た
︒
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(10
)

彼
女
に
は
子
が
無
く
︑
後
に
光
映
庄
に
戾
り
︑
寺
や
亭
デ
ィ
ン

︑
族
の
祠
堂
︑
石
橋
な
ど
を
b
工
し
た
︒

(11
)

立
碑
者
は
夫
の
鄧
福
で
あ
る
が
︑
(こ
の
錄
�
は
)
保
大
壬
申
年

(一
九
三
二
)
に

(子
孫
の
)
裴
德
閏
が
古
石
碑
か
ら
抄
寫
し
た
も
の

で
あ
る
︒

碑
�
の
中
身
を
分
析
す
る
�
に
︑
ま
ず
こ
の
錄
�
の
﹁
怪
し
さ
﹂
に
つ
い
て
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
こ
の
錄
�
が
發
見
さ

れ
て
す
で
に
七
年
以
上
に
な
る
︒
地
方
の
怨
聞
な
ど
で
は
大
々
�
に
報
�
さ
れ
︑
一
旦
滅
ん
だ
ハ
イ
ズ
オ
ン
窯
業
復
興
�
動
の
b
爆
劑
と
な
っ

て
い
る
が
︑
ま
だ
筆
者
以
外
の
學
�
�
硏
究
や
報
吿
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
皆
そ
の
﹁
怪
し
さ
﹂
に
氣
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
ず
(11
)
に
裴
德
閏
が
﹁
古
石
碑
﹂
(お
そ
ら
く
原
碑
の
こ
と
)
と
あ
る
が
︑
こ
れ
が
疑
わ
し
い
︒
錄
�
の
中
に
は
多
く
の
同
·
衣
義
漢
字
の

¹
寫
が
見
ら
れ(15

)
︑
<
ら
か
に
錄
�
作
成
時
に
現
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
表
記
も
し
く
は
字
喃
表
記
の
�
違
が
あ
り
︑
そ
れ
か
ら
漢
字
に
再
び
戾
し
た

際
の
¹
り
と
考
え
ら
れ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
º
民
地
時
代
に
現
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
表
記
が


�
す
る
に
つ
れ
︑
家
�
も
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
表
記
な
い
し

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
譯
す
る
こ
と
が
多
く
の
族
で
見
ら
れ
る
︒
裴
氏
の
場
合
も
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
も
し
く
は
字
喃
に
よ
る
錄
�
�
料
が
あ
り
︑
そ
れ
に

基
づ
き
上
営
の
�
料
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
�
當
で
あ
ろ
う(16

)
︒

�
に
﹁
日
國
﹂
の
名
が
上
が
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
あ
り
え
な
い
︒﹁
日

(本
)
國
﹂
と
い
う
言
葉
自
體
︑
十
五
世
紀
大
越
�
料
で
筆
者
は

見
た
こ
と
が
な
い
︒
お
そ
ら
く
こ
の
錄
�
の
で
き
た
二
十
世
紀
�
[
の
改
作
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
す
で
に
瑛
球
が
日
本
の
瓜
治
下
に
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
の
改
作
か
も
し
れ
な
い
︒

た
だ
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
錄
�
が
\
く
の
僞
»
�
で
あ
る
と
も
考
え
に
く
い
︒
裴
氏
戲
が
�
名
に
な
っ
た
の
は
︑
現
ト
ル
コ
の
ト
プ
カ

プ
宮
殿
�
物
館
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
陶
磁
の
中
に
︑
彼
女
の
名
�
や
制
作
年
を
記
し
た
作
品
が
あ
る
こ
と
に
よ
る

(ô
(6
)
參
照
)
︒

し
か
し
︑
少
な
く
と
も
二
十
世
紀
初
頭
に
子
孫
は
も
と
よ
り
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
そ
の
よ
う
な
�
報
は
\
く
屆
い
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
手
の
s
ん
だ

僞
作
錄
�
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
く
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
︒
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こ
の
よ
う
に
�
料
と
し
て
大
き
な
問
題
が
あ
る
も
の
の
︑
�
違
の
中
身
に
入
る
が
︑﹃
國
�
𠛬
律
﹄
と
は
か
な
り
衣
な
る
﹁
自
由
な
貿
易
﹂

を
行
っ
て
い
た
と
解
釋
で
き
る
部
分
が
あ
る

((7
)(9
)
な
ど
)
︒
ô
(10
)
で
引
用
し
た
�
料

(
傍
線
部
)
に
は
﹁
本
�
で
は
臣
民
が
�
手
に
外

國
の
商
貨
を
賣
買
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
許
し
て
い
な
い
︒﹂
と
あ
る
が
︑
雲
屯
庄
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
權
�
な

(
或
い
は
職
能
�
な
)
�
易
集

團
に
の
み
海
外
�
易
を
許
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
輸
出
に
値
す
る
產
品
を
作
る
集
團
が
存
在
し
︑
彼
ら
が
官
の
許
可
を
6
け
︑
そ
の
見
V
り

と
し
て
(6
)
に
あ
る
よ
う
に
﹁
優
品
を
上
S
し
た
﹂
だ
け
で
な
く
︑﹁
稅
﹂
な
い
し
﹁
目
こ
ぼ
し
料
﹂
の
形
で
J
可
を
6
け
︑
外
國
商
人
と
直

接
�
易
が
許
さ
れ
て
い
た
と
�
面
で
は
讀
め
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
問
題
あ
る
�
料
一
つ
で
も
っ
て
上
記
の
よ
う
な
こ
と
を
實
證
で
き
た
と
は
考
え
て
は
い
な
い
が
︑
眞
僞
は
別
と
し
て
彼
女

が
開
國
功
臣
の
子
孫
で
あ
る
と
H
張
し
て
い
る
あ
た
り
(2
)︑
ô
(10
)の
�
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
功
臣
を
は
じ
め
と
す
る
特
權
階
½
の
者

や
そ
の
緣
者
が
そ
の
地
位
を
恃
み
に
し
て
海
外
�
易
に
も
手
を
出
し
︑
�
法
す
れ
す
れ
の
こ
と
を
行
っ
て
い
た
例
は
お
そ
ら
く
年
代
記
に
記
錄

さ
れ
て
い
る
よ
り
は
る
か
に
多
か
っ
た
と
想
宴
で
き
る
︒
た
だ
裴
氏
戲
錄
�
內
容
の
(9
)に
あ
る
よ
う
に
︑
大
越
人
自
身
が
商
行
爲
の
た
め
海

外
渡
航
し
た
と
す
る
の
は
お
そ
ら
く
脚
色
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
當
時
の
大
越
に
自
�
の
大
型
�
易
X
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
︒
大
越
は
李
�
時
代
か
ら
中
國
歷
代
王
�
よ
り
册
封
を
6
け
︑
�
貢
を
行
っ
て
い
る
が
︑
黎
�
以
�
の
貢
�
は
お
お
む
ね
廣
西
︑
廣
東
あ

た
り
ま
で
沿
岸
航
路
で
舟
行
し
︑
そ
こ
か
ら
陸
路
歷
代
中
國
王
�
の
都
を
め
ざ
し
た
︒
そ
し
て
黎
�
の
場
合
は
す
べ
て
ラ
ン
ソ
ン
經
由
の
陸
路

と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
後
営
す
る
�
易
大
國
占
城
や
<
か
ら
X
を
賜
與
さ
れ
た
瑛
球
に
比
べ
︑
�
洋
航
行
X
の
技
�
取
得
に
お
い
て
大
き
く
遲
れ

を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
で
は
大
越
の
產
品
を
國
外
に
持
ち
出
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
勢
力
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

二−

三

大
越
陶
磁
の
�
搬
者

大
越
陶
磁
を
海
外
に
も
た
ら
し
た
者
は
誰
な
の
か
︒
こ
れ
に
關
し
て
も
桃
木
﹇
二
○
一
一
：
一
四
八
～
四
九
﹈
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑

十
六
世
紀
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
�
料
で
は
﹁
越
人
は
自
�
の
X
を
持
た
ず
﹂
と
あ
り
︑
仲
介
者
の
存
在
を
示
唆
す
る
︒
例
え
ば
﹃
東
方
諸
國
記(17

)
﹄
第
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三
部
四

カ
ウ
シ
・
シ
ナ
國
の
條
に
は
︑

か
れ
ら
は
マ
ラ
カ
に
は
航
行
せ
ず
︑

シ
ナ
や
シ
ャ
ン
パ
へ
航
海
す
る
︒

か
れ
ら
は
海
で
は
非
常
に
À
い
︒

か
れ
ら
の
働
き
は
す
べ
て
陸
上
の

も
の
で
あ
る
︒
(中
略
)
カ
ウ
シ

の
王
は
シ
ナ
と
戰
爭
を
し
な
く
て

も
す
む
よ
う
に
︑
常
に
シ
ナ
の
宮

廷
に
_
Á
を
¯
っ
て
い
る
が
︑
彼

は
そ
う
い
う
こ
と
を
欲
し
て
お
ら

ず
︑
ま
た

(そ
う
す
る
こ
と
に
)
不

滿
を
Â
い
て
い
る
︒
(中
略
)

ま
た
﹃
同
書
﹄
第
三
部
四

Ã
石
と
寶

石
の
條
に
は

か
れ
ら

(カ
ウ
シ
人
)
は
マ
ラ
カ

に
は
ジ
ュ
ン
コ
で
ほ
と
ん
ど
來
な

い
︒
か
れ
ら
は
ジ
ュ
ン
コ
で
シ
ナ

の
大
都
市
で
あ
る
カ
ン
ト
ン
へ
行

き
︑
シ
ナ
人
の
仲
閒
に
入
る
︒
そ
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し
て
シ
ナ
人
の
ジ
ュ
ン
コ
に
乘
っ
て
商
品
を
求
め
に
ゆ
く

(後
略
)
︒

よ
っ
て
︑
チ
ュ
ダ
ウ
を
初
め
と
す
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
陶
磁
の
出
荷
を
�
¤
�
に
擔
っ
た
の
は
以
下
の
方
法
が
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒

(1
)

雲
屯
に
や
っ
て
來
た
�
易
X
の
可
能
性

『大
越
�
記
\
書
﹄
に
は
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
︑
十
五
世
紀
に
爪
哇
や
滿
剌
加
の
商
舶
が
雲
屯
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
記
載
が
存
在
す
る
︒

そ
う
し
た
商
舶
が
歸
り
荷
と
し
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
陶
磁
な
ど
を
直
接
持
ち
歸
っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
同
書
に
よ
る
限
り
︑
東
南
ア
ジ
ア

諸
國
來
航
の
囘
數
は
わ
ず
か
で
あ
る
︒

(2
)

雲
屯
に
ま
で
︑
或
い
は
大
越
側
の
監
視
を
か
い
く
ぐ
っ
て
小
舟
で
荷
物
を
欽
州
・
廣
州
あ
た
り
ま
で
�
び
︑
そ
こ
か
ら
華
人
商
人
が
大

X
で
東
・
東
南
ア
ジ
ア
世
界
へ
�
ん
だ
可
能
性

リ
・
タ
ナ
﹇
L
iT
ana
2004
;2011﹈
は
︑﹁
商
業
の
時
代
﹂
以
�
か
ら
泉
州
︑
廣
東
︑
廣
西
︑
海
南
島
︑
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
海
岸
部
︑
占
城

海
岸

(現
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
中
部
海
岸
)
部
で
I
成
さ
れ
る
海
域
�
易
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
提
唱
し
︑
そ
れ
を
﹁
�
趾
洋

Jiaozhi

Y
ang
シ
ス
テ
ム
﹂
と
命
名
し
た
︒
雲
屯
や
ラ
オ
ス
と
陸
路
で
つ
な
が
る
ゲ
ア
ン
︑
ハ
テ
ィ
ン
も
こ
の
エ
リ
ア
に
含
ま
れ
る
�
力
な
�
易
8
と

さ
れ
︑
大
越
が
�
趾
洋
と
い
う
サ
ブ
エ
リ
ア
を
介
し
て
國
際
�
易
世
界

(東
・
東
南
ア
ジ
ア
世
界
�
び
さ
ら
に
外
の
世
界
)
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ

と
﹁
�
趾
洋
シ
ス
テ
ム
﹂
と
い
う
用
語
で
示
唆
し
て
い
る
︒
確
か
に
こ
う
考
え
れ
ば
︑
大
越
の
�
�
料
不
足
に
よ
る
﹁
�
易
不
振
﹂
に
見
え
る

現
象
と
︑
大
越
の
陶
磁
が
大
量
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
事
實
と
が
矛
盾
な
く
說
<
で
き
よ
う
︒

(3
)

｢�
趾
洋
﹂
海
域
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
可
能
性

宋
代
か
ら
中
國
に
�
貢
に
や
っ
て
來
る
S
貢
者
に
<
ら
か
に
ム
ス
リ
ム
と
思
わ
れ
る
者
が
存
在
す
る
こ
と
は
旣
に
以
�
か
ら
多
く
の
指
摘
が
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あ
り
︑
リ
・
タ
ナ
﹇
二
〇
〇
四
：
一
○
八
～
一
二
﹈
や
ジ
ェ
フ
・
ウ
エ
イ
ド
﹇
W
ade
2009
:231
-
35﹈
は
中
國
本
土
に
加
え
て
海
南
島
や

フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
︑
そ
れ
に
大
越
と
敵
對
と
宥
和
を
繰
り
V
し
て
い
た
占
城
(チ
ャ
ン
パ
)
に
イ
ス
ラ
ー
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
據
點
が
あ
り
︑

そ
れ
が
國
際
�
易
世
界
と
密
接
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
H
張
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹁
�
趾
洋
﹂
で
の
大
越
の
陶
磁
輸
出
に
占
城
も
一
役
買
っ
た

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る(18

)
︒

(4
)

瑛
球
X
が
存
在
し
た
可
能
性

裴
氏
戲
の
�
易
相
手
で
あ
る
﹁
日
國
﹂
は
瑛
球
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
が
︑
殘
念
な
が
ら
瑛
球
側
の
外
�
�
書
﹃
歷
代
寶
案
﹄

か
ら
は
十
五
世
紀
に
瑛
球
が
大
越
�
び
占
城
に
接
觸
し
た
形
跡
は
う
か
が
え
な
い
︒
た
だ
し
︑﹃
歷
代
寶
案
﹄
に
記
錄
さ
れ
る
の
は
瑛
球
王
國

が
正
規
と
J
め
た
X
に
限
ら
れ
︑
そ
の
枠
外
の
瑛
球
X
の
動
向
は
把
握
で
き
ず
︑
南
中
國
海
域
で
[
ば
海
e
ま
が
い
の
行
動
を
と
っ
て
い
た
�

易
X
が
大
越
に
接
觸
し
た
可
能
性
は
少
な
く
と
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
︒
し
か
し
後
営
す
る
よ
う
に
︑
大
越
側
も
表
向
き
こ
う
し
た
﹁
瑛
球
X
﹂
を

決
し
て
歡
9
し
て
は
い
な
い
︒

大
型
�
易
X
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
︑
國
外
へ
の
輸
出
に
關
し
て
は
︑
�
易
に
や
っ
て
く
る
爪
哇
國
︑
滿
剌
加
國
な
ど
︑﹁
�
貢
國
﹂
(あ
く

ま
で
大
越
側
の
J
識
)
と
︑
<
が
禁
ず
る
﹁
密
貿
易
者
﹂
(ム
ス
リ
ム
を
含
む
中
國
人
X
)
に
仇
敵
占
城
X
︑
そ
れ
に
�
料
に
は
出
て
こ
な
い
が
可

能
性
と
し
て
瑛
球
X
に
も
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
Í
に
國
內
で
は
基
本
�
に
<
と
同
樣
︑
個
人
に
よ
る
外
國
商
X
と
の
�
易
を
嚴
禁
し
て
い
た

の
が
十
五
世
紀
大
越
の
現
實
で
あ
っ
た
︒
そ
の
實
態
が
後
世
の
硏
究
者
の
﹁
農
業
�
觀
﹂
を
助
長
し
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
︒
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三

黎
�
大
越
の
﹁
擴
張
政
策
﹂
と
小
中
華


識
の
釀
成

三−

一

占
城
攻
擊

占
城
に
關
し
て
筆
者
は
ず
い
ぶ
ん
以
�
に
そ
の
�
身
た
る
﹁
林
邑
﹂
國
に
つ
い
て
一
�
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
﹇
八
尾

一
九
九
五
﹈
が
︑

二
世
紀
に
中
國
よ
り
﹁
獨
立
﹂
し
た
林
邑
國
は
︑
�
易
8
を
め
ぐ
る
激
し
い
爭
奪
戰
を
中
國
歷
代
王
�
の
出
先
機
關
で
あ
る
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

に
置
か
れ
た
�
州
︑
そ
し
て
�
後
は
安
南
都
護
府
と
行
っ
た
︒
十
世
紀
に
中
國
よ
り
獨
立
し
た
大
越
は
ま
さ
し
く
そ
の
�
州
な
い
し
都
護
府
の

後
繼
者
で
あ
り
︑
各
王
�
は
占
城
に
對
し
て
�
征
を
何
度
も
行
っ
た
︒
Í
に
攻
擊
を
6
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
︑
特
に
陳
�
末
�
に
は
二
度

に
わ
た
っ
て
京
師
昇
龍
が
占
據
さ
れ
︑
掠
奪
を
被
っ
た(19

)
︒
こ
の
よ
う
に
元
寇
の
際
の
一
時
�
協
力
は
別
と
し
て
︑
兩
國
は
政
治
・
軍
事
�
に
は

一
貫
し
て
敵
對
關
係
に
あ
っ
た
が
︑
�
易
や
�
a
の
面
で
は
互
惠
の
立
場
に
も
あ
っ
て
︑
例
え
ば
中
國
へ
の
�
貢
品
を
大
越
が
占
城
よ
り
Î
入

し
て
い
た
︒
ま
た
相
互
の
捕
囚
︑
g
命
者
の
中
に
技
�
者
が
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
︑
現
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
學
界
で
も
�
A
代
に
お
け
る
チ
ャ
ン
パ

�
a
の
大
越
�
a
へ
の
影
Ï
を
肯
定
�
に
u
價
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る(20

)
︒
大
越
か
ら
陸
路
で
占
城
に
陶
磁
器
が
輸
出
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と

は
思
え
な
い
が
︑
�
違
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
雲
屯
や
廣
東
な
ど
を
介
し
て
︑
或
い
は
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
か
ら
沿
岸
航
路
で
そ
れ
ら
が
占
城
の
8

(首
都
闍
槃=

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
)
に
�
ば
れ
︑
そ
れ
が
外
世
界
に
�
ば
れ
た
可
能
性
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
首
府
に
A
い
ゴ
ー
サ
ィ

ン
窯
に
代
表
さ
れ
る
占
城
陶
磁
器
は
大
越
の
競
合
商
品
で
も
あ
っ
た(21

)
︒

黎
�
成
立
後
︑﹁
二−

一
﹂
で
槪
觀
し
た
よ
う
に
︑
國
內
は
比
�
�
m
和
を
保
つ
が
︑
宮
廷
內
で
は
權
力
鬭
爭
が
激
a
し
︑
皇
=
ま
で
も
が

そ
の
犧
牲
者
と
な
っ
た
︒
占
城
は
黎
�
成
立
當
初
は
_
者
を
&
Ð
す
る
な
ど
し
て
樣
子
見
を
し
て
い
た
が
︑
や
が
て
大
越
の
南
邊
へ
の
f
攻
が

繰
り
V
さ
れ
︑
國
境
地
帶
で
の
小
競
り
合
い
が
頻
發
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
大
越
側
も
三
代
仁
宗
�
に
な
る
と
︑
占
城
に
對
す
る
�

征
が
本
格
a
す
る
︒﹃
\
書
﹄
卷
十
一
に
よ
る
と
︑
大
和
四
年

(一
四
四
六
)
四
¡
に
占
城
が
a
州
に
入
寇
し
た
こ
と
か
ら
占
城
�
征
の
議
論
が
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は
じ
ま
り
︑
Ñ
年
正
¡
に
黎
6
・
ë
可
等
を
將
と
し
た
�
征
軍
が
出
發
し
た
︒
彼
ら
は
四
¡
に
は
都
で
あ
る
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ

(
大
越
側
の
�
料
で

は
﹁
闍
槃
城
︑
現
ビ
ン
デ
ィ
ン
省
內
)
を
攻
め
︑
國
王
の
賁
該
を
は
じ
め
︑
部
屬
を
捕
ら
え
て
歸
京
し
た
︒
こ
の
�
征
は
一
定
の
成
果
を
擧
げ
る
こ

と
は
で
き
た
が
︑
そ
の
後
宜
民
に
よ
る
仁
宗
弑
殺
︑
功
臣
Ó
に
よ
る
宜
民
打
倒
︑
�
宗
の
卽
位
と
い
う
混
亂
�
に
占
城
は
狀
況
を
囘
復
さ
せ
た
︒

占
城
は
陶
磁
器
生
產
で
も
大
越
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
と
な
っ
て
お
り

(後
営
)
︑
こ
の
時
代
以
�
か
ら
�
易
の
面
で
も
ム
ス
リ
ム
商
人
の
據
點
の

一
つ
と
な
り
︑
中
國
南
部
海
岸
地
域
︑
海
南
島
や
島
嶼
部
東
南
ア
ジ
ア
と
大
越
以
上
に
密
な
關
係
を
築
い
て
い
た
︒
片
や
開
國
以
來
の
諸
矛
盾

を
一
應
解
決
し
︑
軍
制
改
革
の
成
功
﹇
八
尾

二
〇
〇
九
：
第
三
違
﹈︑
密
輸
も
含
む
m
和
�
�
易
�
び
戰
火
を
�
え
た
こ
と
で
中
國
式
の
怨
式

火
器
の
]
入
﹇
Sun
2006a
:509
-
10
;2006b
;2010a
:54
-
56﹈
に
成
功
し
た
大
越
が
︑
占
城
と
戰
火
を
�
え
る
の
は
あ
る


味
必
然
で

あ
っ
た
︒

禁
軍
と
怨
設
の
五
軍
都
督
府
軍
を
自
ら
Õ
い
た
�
宗
は
一
四
七
〇
年
に
昇
龍
を
發
し
︑
親
征
は
Ñ
年
に
占
城
國
王
捕
Ö
︑
捕
囚
數
萬
と
い
う

形
で
¤
了
し
た
︒

こ
の
�
征
は
長
く
續
い
て
き
た
大
越
對
占
城
の
拮
抗
關
係
の
¤
焉
を
も
た
ら
し
た
︒
占
城
は
滅
び
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
現
ダ
ナ
ン
直
i
市

�
び
ク
ア
ン
ナ
ム
省
に
相
當
す
る
狹
義
の
廣
南
�
び
そ
れ
以
南
に
は
廣
南
承
宣
が
置
か
れ
た
︒
そ
し
て
一
二
○
年
ほ
ど
後
の
十
六
世
紀
末
に
は

朱
印
X
貿
易
で
榮
え
た
日
本
町
ホ
イ
ア
ン
が
同
地
方
に
×
生
す
る
こ
と
と
な
る
︒
た
だ
し
︑
一
氣
に
ヴ
ェ
ト
人
に
よ
る
º
民
や
同
a
政
策
が
S

ん
だ
わ
け
で
は
な
い
︒

廣
南
承
宣
に
は
升
華
府

(現
ダ
ナ
ン
直
i
市
�
び
ク
ア
ン
ナ
ム
省
)
︑
思
義
府

(現
ク
ア
ン
ガ
イ
省
)
︑
懷
仁
府

(
ビ
ン
デ
ィ
ン
省
)
が
置
か
れ
そ
の

下
に
は
縣
・
社
が
置
か
れ
た
︒
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
�
び
そ
の
8
(大
越
側
�
料
で
は
8
は
施
耐
海
口
)
は
一
旦
大
越
の
直
屬
瓜
治
下
に
入
り
︑
か
ろ
う

じ
て
殘
存
勢
力
が
藩
王
國
と
し
て
存
續
を
許
さ
れ
︑
大
越
は
こ
れ
ら
藩
王
を
册
封
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
藩
王
は
︑
依
然
と
し
て
﹁
占
城
﹂
を
稱

し
て
<
へ
大
越
の
非
法
を
訴
え
る
一
方
︑
大
越
へ
の
﹁
�
貢
國
﹂
と
し
て
存
續
し
て
い
る
︒

桃
木
﹇
二
〇
一
一
：
一
四
八
～
四
九
﹈
は
一
四
七
一
年
以
影
︑
ビ
ン
デ
ィ
ン
地
區
が
恆
久
�
に
大
越
の
占
領
下
に
入
っ
た
と
し
て
い
る
が
︑
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筆
者
は
ビ
ン
デ
ィ
ン
ま
で
の
�
さ
を
考
慮
し
た
際
︑
フ
エ
に
廣
南
阮
氏
政
權
が
で
き
る
以
�
は
︑
そ
れ
よ
り
南
の
占
城
の
舊
荏
�
域
に
大
越
の

恆
久
�
か
つ
直
接
�
な
瓜
治
は
�
ば
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
︒
�
宗
の
歿
後
︑
黎
�
は
わ
ず
か
三
十
年
で
斷
絕
し
︑
莫
�
と
g
命
黎
�
政
權

と
の
閒
で
戰
鬭
が
[
世
紀
以
上
續
き
︑
同
地
は
ほ
ぼ
放
置
狀
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
一
六
世
紀
後
[
︑
フ
エ
に
本
據
地
を
I
え
た
阮
氏

政
權
の
も
と
︑
ま
ず
升
華
府
に
相
當
す
る
狹
義
の
廣
南
經
營
が
再
開
さ
れ
る
が
︑
そ
の
後
も
越
・
占
混
在
の
狀
況
は
續
く
の
で
あ
る(22

)
︒

そ
れ
で
も
十
五
世
紀
の
大
越
は
︑
占
城
攻
擊
に
關
す
る
樣
々
な
�
報
が
<
に
漏
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
占
城
の
反
抗
を
恐
れ

た
の
か
︑
外
國
勢
力
が
そ
の
地
域
に
接
A
し
︑
占
城
と
�
涉
を
も
つ
こ
と
に
警
戒
し
續
け
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
大
攻
勢
の
數
年
後

(
一
四
七

五
年
)
に
﹁
瑛
球
海
e
﹂
と
の
戰
鬭
が
發
生
し
て
い
る
︒
豐
見
山
和
行
﹇
二
〇
〇
三
：
四
七
﹈︑
桃
木
﹇
二
〇
一
一
：
一
九
三
～
九
四
﹈
等
が

す
で
に
指
摘
し
て
い
る
が
︑﹃
大
<
憲
宗
實
錄
﹄
卷
一
七
六

成
a
十
四
年

(一
四
七
八
)
三
¡
戊
子
の
條
に
は
︑

安
南
國
王
黎
灝
が
奏
す
る
に
は
︑﹁
占
城
頭
目
の
波
籠
阿
Ú
は
先
に
臣
の
國
と
好
み
を
@
じ
て
お
り
ま
し
た
︒
成
a
十
一
年

(一
四
七
五
)

に
︑
(波
籠
阿
Ú
は
)
瑛
球
國
海
X
で
漂
風
し
て
き
た
連
中
を
得
て
︑
と
う
と
う
f
掠
行
爲
に
至
り
︑
臣
國
の
邊
兵
が
擊
;
す
る
と
こ
ろ
と

な
り
ま
し
た
︒
今
︑
陪
臣
黎
弘
毓
が
天
�
よ
り
歸
國
し
恭
し
く
敕
諭
を
奉
じ
︑
臣
が
占
城
地
方
を
占
奪
し
︑
州
邑
と
し
た
こ
と
を
お
責
め

に
な
ら
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
に
つ
き
臣
は
血
を
垂
ら
し

(Ü
心
を
開
い
て
)
陳
辭
し
︑
(占
城
を
)
f
略
す
る
こ
と
は
\
く
な
い
こ
と
を
保
證

い
た
し
ま
す
︒
そ
も
そ
も
占
城
の
疆
域
は
︑
\
く
沃
壤
で
は
な
く
︑
家
に
蓄
積
は
少
な
く
︑
野
に
桑
Ú
は
絕
え
︑
山
に
金
寶
の
產
出
も
な

く
︑
海
に
も
魚
鹽
の
利
は
乏
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
た
だ
象
牙
・
犀
角
・
烏
木
・
沉
香
が
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
臣
の
國
で
も
產
多
く
し
て
用

う
る
こ
と
も
稀
で
︑
ど
う
し
て
貴
し
と
す
る
に
値
し
ま
し
ょ
う
か

(後
略
)
︒﹂
(
安
南
國
王
黎
灝
奏
︑﹁
占
城
頭
目
波
籠
阿
Ú
︑
先
與
臣
國
@
好
︒

成
a
十
一
年
︑
得
瑛
球
國
海
X
漂
風
之
衆
︑
t
Õ
以
f
掠
︑
爲
臣
國
邊
兵
�
敗
︒
今
陪
臣
黎
弘
毓
囘
自
天
�
︑
恭
奉
敕
諭
︑
責
臣
占
奪
占
城
地
方
︑
改
爲

州
邑
︒
此
臣
不
能
不
瀝
血
陳
辭
︑
而
保
其
必
無
也
︒
夫
占
城
提
封
︑
\
非
沃
壤
︑
家
稀
蓄
積
︑
野
絕
桑
Ú
︑
山
無
金
寶
之
收
︑
海
乏
魚
鹽
之
利
︒
止
�
象

牙
・
犀
角
・
烏
木
・
沉
香
︑
而
臣
國
產
多
用
稀
︑
烏
足
爲
貴

(後
略
)︒﹂)

と
あ
っ
て
︑
そ
の
�
年
に
占
城
か
ら
の
嘆
願
に
應
じ
て
︑
<
=
が
大
越
_
臣
に
占
城
抑
壓
の
件
に
つ
き
叱
責
し
た
が
︑
�
宗
は
邊
境
防
衞
軍
が
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占
城
と
結
託
し
た
瑛
球
海
e
を
擊
;
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
︑
そ
も
そ
も
大
越
に
占
城
を
占
據
す
る
利
の
な
い
こ
と
を
强
Þ
し
て
い
る
︒

こ
の
瑛
球
海
e
に
關
す
る
大
越
側
の
�
料
は
ß
細
な
も
の
で
あ
る
が
︑﹃
\
書
﹄
本
紀
卷
十
四

黎
憲
宗
景
瓜
二
年

(
一
四
九
九
)
秋
七
¡
二

十
五
日
の
條
に
は
︑

御
�
臺
都
御
�
郭
�
嚴
が
奏
す
る
に
は
︑﹁
(中
略
)
臣
が
竊
か
に
見
ま
す
に
︑
�
年(23

)
山
夷
・
占
城
・
瑛
球
・
老
撾
を
征
伐
し
た
時
︑
效
力

各
衞
軍
旗
で
膂
力
�
る
者
を
精
â
し
︑
先
頭
を
き
っ
て
馘
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
除
用
せ
ら
れ
た
者
は
ま
だ
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ

ん
︒
ま
た
â
汰
を
被
っ
て
︑
五
府
軍
に
影
格
し
て
閏
て
る
場
合
も
︑
馘
を
得
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
が
區
別
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん

(後

略
)
︒﹂
(御
�
臺
都
御
�
郭
�
嚴
奏
︑﹁
(中
略
)
然
臣
竊
見
︑
�
年
征
山
夷
・
占
城
・
瑛
球
・
老
撾
之
時
︑
精
â
效
力
各
衞
軍
旗
�
膂
力
者
︑
先
登
得
馘
︑

除
用
未
盡
︒
�
被
â
汰
︑
;
閏
五
府
軍
︑
與
無
得
馘
同
︑
無
�
分
別

(後
略
)︒﹂)

と
あ
っ
て
︑
瑛
球
擊
;
に
あ
た
っ
て
邊
境
防
備
軍
で
は
な
く
︑
效
力
各
衞
と
い
う
親
衞
軍
が
參
加
し
た
こ
と
を
営
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
A
年
發

見
さ
れ
た
開
國
功
臣
ë
克
復
の
孫
の
大
越
太
保
m
樂
侯
ë
維
孝
の
墓
誌(24

)
に
︑

洪
德
二
年

(一
四
七
一
)
辛
卯
九
¡
︑
崇
S
宣
祿
大
夫
m
樂
男
に
改
め
ら
れ
た
︒
六
年
乙
未

(一
四
七
五
)
十
二
¡
︑
崇
S
鎭
國
上
將
軍
・

南
軍
都
督
府
左
都
督
・
m
樂
伯
に
昇
S
し
︑
つ
い
で
征
夷
將
軍
と
な
っ
て
︑
瑛
球
海
e
を
討
伐
し
た
︒
十
年
己
亥

(一
四
七
九
)
十
¡
︑

上
の
西
e
親
征
に
從
っ
た
︒
(洪
德
二
年
辛
卯
九
¡
︑
改
崇
S
宣
祿
大
夫
m
樂
男
︒
六
年
乙
未
十
二
¡
︑
陞
崇
S
鎭
國
上
將
軍
・
南
軍
都
督
府
左
都

督
・
m
樂
伯
︑
ã
爲
征
夷
將
軍
︑
討
瑛
球
海
e
︒
十
年
己
亥
十
¡
︑
從
上
親
征
西
e
︒)

と
あ
り
︑
功
臣
の
孫
と
し
て
生
ま
れ
︑
不
幸
に
し
て
祖
父
と
伯
父
は
冤
罪
に
よ
り
死
罪
と
な
っ
た
が
そ
の
﹁
代
わ
り
？
﹂
(�
宗
�
に
名
譽
囘
復
)

と
し
て
重
用
せ
ら
れ
た
ë
維
孝
が
順
Þ
に
高
½
武
官
と
し
て
出
世
し
︑
五
軍
都
督
府
の
一
つ
で
あ
る
南
軍
都
督
府

(管
i
は
山
南
�
び
順
a
�

び
そ
れ
以
南

(ま
さ
に
占
城
と
接
す
る
地
域
)
の
左
都
督
と
し
て
こ
の
瑛
球
海
e
を
討
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

上
記
の
瑛
球
海
e
と
の
戰
鬭
が
占
城
の
ど
の
あ
た
り
で
發
生
し
た
の
か
は
不
<
で
あ
り
︑
�
征
後
に
大
越
が
占
城
の
舊
王
城
附
A
の
經
營
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
た
か
も
不
<
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
戰
役
に
�
後
し
て
︑
占
城
に
從
っ
て
い
た

(な
い
し
8
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市
聯
合
國
家
で
あ
る
占
城
を
形
成
し
て
い
た
)
A
ä
の
小
勢
力
︑
そ
れ
に
順
a
︑
狹
義
の
廣
南
の
西
方
山
嶽
地
帶
の
勢
力
が
相
�
い
で
大
越
に
臣

從
し
は
じ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒

三−

二

西
方
攻
擊
�
び
北
方
で
の
緊
張
狀
態

占
城
攻
擊
か
ら
閒
も
な
い
一
四
七
九
年
︑
�
宗
は
�
に
西
方
ラ
ー
ン
サ
ー
ン
王
國

(哀
牢
�
び
そ
れ
に
從
う
盆
蠻
)
攻
擊
を
宣
言
す
る
︒﹇
八

尾

二
〇
〇
九
：
序
違
﹈
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
ラ
ー
ン
サ
ー
ン
王
國
は
お
お
む
ね
現
ラ
オ
ス
地
域
の
諸
盆
地
聯
合
國
家
で
あ
り
︑
<
と
の
鬭
い

に
敗
れ
た
後
︑
海
へ
の
出
口
を
求
め
て
<
の
荏
�
下
に
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
荏
�
が
脆
À
な
點
に
v
目
し
︑
タ
イ
ン
ホ
ア
で
抗
<
�
動
を
し
て

い
た
黎
利
を
荏
�
し
た
形
跡
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
勢
力
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
敵
對
行
動
に
轉
じ
︑
黎
利
の
姪
黎
石
も
陣
歿
す
る
︒
黎
�
成

立
後
︑
黎
利
は
西
方
と
の
關
係
强
a
に
乘
り
出
す
︒
ラ
ー
ン
サ
ー
ン
王
國
と
の
閒
の
西
北
地
方
と
淸
a
・
乂
安
西
方
に
は
H
に
タ
ー
イ
︑
ム
オ

ン
系
の
諸
勢
力
が
あ
っ
た
︒
獨
立
以
�
か
ら
木
州

(現
モ
ク
チ
ャ
ウ

M
ô̇c
C
hâu)
の
車
氏
︑
寧
�
(
現
ラ
イ
チ
ャ
ウ

L
ai
C
hâu)
の
刁
氏
は
黎
利

と
關
係
を
結
ん
で
い
た
が
︑
刁
氏
は
順
天
四
年

(一
四
三
一
)
に
は
早
く
も
背
く
︒
そ
し
て
そ
の
裏
で
哀
牢
が
糸
を
引
い
て
い
た
た
め
︑
太
祖

は
親
征
し
て
こ
れ
を
影
し
た
︒

�
=
太
宗
の
時
代
に
入
る
と
︑
西
北
の
寧
�
(刁
氏
︑
後
に
琴
氏
)
︑
順
每
州

(ト
ゥ
ア
ン
チ
ャ
ウ
)
︑
淸
a
・
乂
安
方
面
で
は
盆
蠻

(現
ラ
オ

ス
・
シ
エ
ン
ク
ア
ン
地
方
)
︑
玉
Ú
州

(現
ハ
テ
ィ
ン
省
西
部
)
︑
南
馬
州

(現
タ
イ
ン
ホ
ア
省
西
部
)
と
い
っ
た
勢
力
が
哀
牢
と
結
び
︑
反
亂
と
影

伏
・
歸
順
を
繰
り
V
し
た
︒
太
宗
は
そ
の
度
に
A
在
の
土
官
に
兵
を
Õ
い
て
討
伐
に
向
か
わ
せ
︑
親
征
も
何
度
か
行
っ
た
が
︑
結
局
首
長
の
首

の
す
げ
替
え
で
¤
わ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
は
古
田
元
夫
﹇
一
九
八
四
：
一
二
-
一
六
﹈
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
十
五
世
紀
の

ラ
ー
ン
サ
ー
ン
王
國
の
À
體
a
が
︑
各
土
侯
閒
の
抗
爭
を
激
a
さ
せ
た
面
も
あ
る
︒
�
宗
の
ラ
ー
ン
サ
ー
ン
本
國
攻
擊
の


圖
は
そ
の
征
é
に

あ
る
の
で
は
な
く

(も
ち
ろ
ん
大
山
ê
を
越
え
た
地
域
を
荏
�
す
る
能
力
も
な
い
)
︑
本
國
を
た
た
く
こ
と
で
い
わ
ば
兩
屬
關
係
に
あ
る
各
土
侯
の
歸

屬
問
題
を
決
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
︒
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大
越
側
は
光
順
六
年

(一
四
六
七
)
に
小
部
ë
に
よ
る
偵
察
攻
擊
を
行
っ
た
後
︑
洪
德
十
年

(
一
四
七
九
)
に
五
つ
の
軍
團
に
分
か
れ
て
ラ
オ

ス

(哀
牢
�
び
盆
蠻
)
の
地
に
總
勢
十
八
萬

(﹃
<
實
錄
﹄
で
は
六
萬
)
と
稱
し
て
f
攻
し
︑
本
據
地
ウ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
を
陷
落
さ
せ
︑
當
初
の
目

�
は
果
た
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
こ
か
ら
軍
は
暴
走
を
は
じ
め
る
︒
メ
コ
ン
河
を
越
え
︑
現
北
タ
イ
に
あ
っ
た
ラ
ー
ン
ナ
ー
や
現
ビ

ル
マ
北
部
に
ま
で
�
征
し
た
が
︑
そ
こ
で
敗
北
を
ì
し
た
よ
う
で(25

)
︑
そ
の
年
秋
に
形
だ
け
親
征
の
形
を
と
っ
て
京
師
を
出
發
し
た
�
宗
も
年
末

に
は
歸
�
し
た
︒
し
か
し
Ñ
年
に
は
早
く
も
攻
擊
不
十
分
と
み
な
さ
れ
た
盆
蠻
を
再
度
攻
擊
し
︑
首
長
で
あ
っ
た
琴
氏
を
Q
放
し
て
州
縣
設
置

を
行
っ
て
い
る
︒

ラ
ー
ン
サ
ー
ン
攻
擊
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
そ
れ
を
は
る
か
に
超
え
て
S
擊
し
た
理
由
を
︑
先
學
も
う
ま
く
說
<
で
き
て
い
な
い
︒
靑
花
磁

製
»
に
必
P
な
コ
バ
ル
ト
鑛
山
が
目
�
で
あ
っ
た
︑
鑄
錢
・
鑄
í
に
必
P
な
銅
や
銅
山
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
﹇
Sun
2006b
:
98﹈﹇
L
i

T
ana
2010
:89-93﹈
な
ど
と
す
る
說
<(26

)
等
︑
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
決
定
�
で
あ
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
︒
コ
バ
ル
ト
に
せ
よ
銅
に

せ
よ
︑
現
地
の
恆
久
維
持
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
︑
現
物
の
掠
奪
が
目
�
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
の
方
が
說
得
�
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
假
に
コ

バ
ル
ト
鑛
山
・
銅
山
・
�
易
ル
ー
ト
確
保
が
目
�
で
そ
れ
が
失
敗
に
¤
わ
っ
た
に
せ
よ
︑
ラ
ー
ン
サ
ー
ン
と
の
閒
に
存
在
し
︑
大
越
に
�
貢
し

官
�
を
î
か
る
藩
õ
が
そ
の
後
激
增
し
た
こ
と
は
事
實
で
︑
當
初
筆
者
が
想
定
し
た
�
宗
の
目
�
︑
つ
ま
り
國
家
安
\
保
障
の
擔
保
の
た
め
の

西
方
邊
境
地
域
の
安
定
と
﹁
�
貢
﹂
と
い
う
形
で
の
定
�
�
現
物
收
奪
は
Ó
成
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
︒

た
だ
し
︑
哀
牢
は
雲
南
に
接
し
て
い
た
た
め
︑
大
越
の
行
動
は
<
廷
を
い
た
く
刺
激
し
た
︒

そ
も
そ
も
黎
�
は
<
の
荏
�
を
脫
し
て
成
立
し
た
王
�
で
あ
る
た
め
︑
獨
立
後
︑
北
邊
で
は
西
は
雲
南
か
ら
東
は
廣
西
ま
で
︑
黎
�
成
立
時

の
國
境
劃
定
が
い
い
加
減
で
あ
っ
た
こ
と
も
原
因
し
て
︑
H
に
大
越
側
に
よ
る
越
境
事
件
が
頻
發
し
た
︒
中
越
雙
方
の
�
料
を
精
査
し
た
ñ
原

利
一
郞
﹇
一
九
八
六
：
一
一
六
～
二
七
﹈
は
︑
廣
西
か
ら
貴
州
︑
雲
南
に
至
る
中
越
國
境
に
關
わ
る
H
に
地
方
土
官
同
士
に
よ
る
紛
爭
を
¦
一

取
り
上
げ
︑
發
生
原
因
や
經
F
︑
處
理
方
法
な
ど
を
ま
と
め
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
紛
爭
が
<
に
よ
る
安
南
國
承
J
後
に
下
火
に
な
っ

て
い
く
こ
と
︑
そ
れ
が
�
宗
�
に
な
っ
て
占
城
を
征
し
た
こ
と
と
︑
哀
牢
に
も
攻
め
s
ん
だ
こ
と
か
ら
緊
張
が
一
氣
に
高
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
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し
て
い
る
︒
實
際
︑
一
四
七
九
年
に
は
哀
牢
攻
擊
の
餘
勢
を
か
っ
て
︑
一
萬
に
A
い
大
越
兵
が
雲
南
蒙
自
縣
に
越
境
す
る
と
い
う
事
件
が
發
生

し
て
い
る
︒
北
邊
で
の
防
備
の
た
め
︑
餘
裕
の
な
い
<
は
︑
永
樂
=
に
よ
る
安
南
經
略
の
故
事
や
占
城
f
略
を
引
き
合
い
に
出
し
て
詰
責
の
諭

旨
を
出
す
が
︑
�
宗
は
の
ら
り
く
ら
り
と
か
わ
し
︑
<
は
結
局
防
備
を
固
め
る
に
¤
始
し
た
︒
結
果
中
越
國
境
で
は
さ
す
が
に
大
き
な
戰
鬭
は

b
こ
ら
な
か
っ
た
が
︑
�
宗
は
自
身
の
�
集
で
あ
る
﹃
天
南
餘
暇
集
﹄
官
制
に
よ
れ
ば
︑
光
順
七
年

(一
四
六
六
)
に
定
め
た
﹁
十
二
承
宣
制

度
﹂︑
す
な
わ
ち
國
土
を
京
師
の
他
十
二

(占
城
攻
擊
後
は
十
三
)
の
承
宣
に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
都
司
︑
承
司
︑
憲
司
の
三
司
を
置
く
制
度
に

特
例
を
設
け
︑
洪
德
十
九
年

(一
四
八
八
)
に
大
越
の
�
北
端
に
あ
た
る
北
m
府
と
寧
朔
府

(
現
カ
オ
バ
ン
省
に
相
當
し
︑
太
原
承
宣
に
屬
す
る
)

に
︑
太
原
都
司
と
は
別
に
北
m
都
司

(後
︑
高
m
都
司
と
改
名
)
を
設
置
し
て
い
る(27

)
︒
<
に
對
す
る
備
え
を
强
a
す
る
と
と
も
に
︑
<
に
�
協
し

な
い
態
度
を
北
邊
の
藩
õ
Ó
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
臣
從
へ
の
壓
力
を
か
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
﹇
八
尾

二
〇
〇
九
：
第
九

違
﹈︒

三−

三

三
重
の
疆
域
槪
念
の
成
立
と
�
易
圈
の
�
壞
？

北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
成
立
し
た
政
權
に
と
っ
て
︑
中
國
か
ら
の
獨
立
か
ら
黎
�
の
獨
立
ま
で
の
四
百
年
は
︑
北=

中
國
歷
代
王
�
に
對
す
る

南=

大
越
國
と
い
う
自


識
が
徐
々
に
釀
成
さ
れ
て
い
く
�
閒
と
も
言
え
よ
う
﹇
桃
木

二
〇
一
一
：
第
四
違
﹈︒
大
越
の
自


識
は
洪
德
二
年

の
占
城
攻
擊
以
影
︑
洪
德
九
年
例
↓
洪
德
十
年
の
西
方
攻
擊
↓
洪
德
十
五
年
例
↓
洪
德
二
十
二
年
例
と
い
う
順
序
で
擴
大
す
る
︒

占
城
を
征
し
︑
瑛
球
と
の
衝
突
が
あ
っ
た
後
︑﹃
\
書
﹄
本
紀
卷
十
三

黎
�
宗
洪
德
九
年

(
一
四
七
八
)
秋
八
¡
～
九
¡
初
五
日
の
條
に
以

下
の
よ
う
な
﹁
藩
õ
�
賀
例
﹂
が
出
さ
れ
た
と
あ
り
︑

(各
藩
õ
は
)
年
二
囘
︑
京
師
に
�
參
に
赴
く
こ
と
︒
正
¡
・
七
¡
に
そ
れ
ぞ
れ
一
囘
來
�
す
る
こ
と
︒
も
し
自
己
の
都
合
や
氣
分
�
第
で

�
禮
を
怠
っ
た
場
合
は
一
囘
の
場
合
︑
(大
越
側
か
ら
の
)
官
�
を
剝
奪
︑
二
囘
の
場
合
は
ô
捕
の
う
え
治
罪
す
る
︒
(每
年
之
內
︑
二
�
�

京
︒
每
年
正
¡
・
七
¡
各
一
�
來
�
︒
若
�
õ
自
任
�
︑
廢
棄
�
禮
︑
一
�
罷
職
奪
官
︑
二
�
拿
來
治
罪
︒)
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藩
õ
自
ら
の
定
�
�
�
參
が
義
務
づ
け
ら
れ
た(28

)
︒

さ
ら
に
﹃
\
書
﹄
卷
十
三

洪
德
十
六
年

(一
四
八
五
)
十
一
¡
二
十
一
日
～
二
十
六
日
の
條
に
よ
れ
ば
︑﹁
諸
藩
_
�
貢
京
國
令
﹂
を
定
め
︑

も
し
占
城
・
老
撾
・
暹
羅
・
爪
哇
・
剌
加

(=

滿
剌
加
で
あ
ろ
う−

筆
者
)
等
の
國
の
_
臣
や
鎭
憲
の
頭
目
が
會
同
館
に
至
れ
ば
︑
錦
衣
衞

は
壯
士
を
差
し
︑
五
城
兵
馬
郞
は
司
旗
軍
を
將
い
て
︑
お
の
お
の
法
に
從
っ
て
監
守
し
︑
嚴
に
關
防
に
謹
し
む
べ
し
︒
(_
Á
が
)
�
の

÷
來
︑
入
�
S
見
の
際
に
至
り
て
は
︑
ま
た
先
後
に
引
行
し
︑
も
ろ
も
ろ
の
宦
官
ど
も
や
公
私
の
奴
婢
を
驅
¦
し
︑
と
も
に
接
A
し
て
訪

問
し
た
り
︑
會
話
を
@
し
た
り
さ
せ
て
︑
(國
家
の
)
事
�
を
漏
泄
さ
せ
︑
ø
ù
を
誘
發
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
︒
擔
當

の
監
督
官
が
法
に
從
っ
て
嚴
し
く
防
が
ず
︑
�
手
に
そ
れ
ら
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
た
場
合
は
︑
錦
衣
衞
舍
人
と
司
旗
牌
壯
士
は
實
�
を

具
し
て
奏
聞
し
捕
ら
え
て
治
罪
と
す
る
こ
と
︒
(如
占
城
・
老
撾
・
暹
羅
・
爪
哇
・
剌
加

(=

滿
剌
加
で
あ
ろ
う−

筆
者
)
等
國
_
臣
�
鎭
憲
頭
目

至
會
同
館
︑
錦
衣
衞
差
壯
士
︑
五
城
兵
馬
郞
將
司
旗
軍
︑
各
宜
如
法
監
守
︑
嚴
謹
關
防
︒
以
至
�
塗
÷
來
︑
入
�
S
見
之
際
︑
亦
宜
先
後
引
行
︑
驅
斥
諸

小
內
人
幷
公
私
奴
婢
︑
竝
不
得
接
A
訪
問
︑
�
@
言
語
︑
以
至
ú
漏
事
�
︑
引
誘
生
ø
︒
該
監
官
不
能
如
法
嚴
防
︑
徇
私
容
縱
︑
錦
衣
衞
舍
人
・
司
旗
牌

壯
士
具
實
奏
聞
︑
拿
來
治
罪
︒)

と
規
定
し
︑
�
貢
_
Á
の
嚴
重
警
護
・
警
戒
や
國
人
と
の
接
觸
が
嚴
禁
さ
れ
て
い
る
︒

�
宗
の
理
念
で
は
︑
京
師
を
中
心
と
す
る
承
宣−

府−
縣
と
い
う
直
接
瓜
治
が
成
立
す
る
疆
域
︑
京
師
へ
の
�
參
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
藩
õ

の
存
在
す
る
疆
域
︑
そ
し
て
京
師
に
﹁
�
貢
﹂
に
く
る
﹁
�
貢
國
﹂
の
存
在
す
る
疆
域
と
い
う
︑
<
や
歷
代
中
國
王
�
を
模
し
た
三
重
の
﹁
境

域
槪
念
﹂
が
大
越
�
上
︑
始
め
て
成
立
し
た
︒
た
だ
し
上
記
の
引
用
�
に
現
れ
た
﹁
�
貢
國
﹂
の
實
態
は
部
分
�
に
は
疑
わ
し
い(29

)
︒
�
征
を

行
っ
て
打
擊
を
與
え
︑
實
際
に
貢
°
を
行
っ
て
い
る
占
城
や
哀
牢

(老
撾
)
は
こ
れ
以
影
︑
確
か
に
大
越
の
格
下
の
國
と
な
っ
て
ゆ
く
が
︑
暹

羅
・
爪
哇
・
滿
剌
加
な
ど
は
來
航
商
人
を
無
理
矢
理
﹁
�
貢
_
Á
﹂
に
J
定
し
︑
四
海
に
夷
を
創
»
し
た
だ
け
と
い
う
の
が
實
體
で
あ
ろ
う(30

)
︒

さ
て
︑
と
り
あ
え
ず
イ
ン
ド
シ
ナ
[
島
の
東
部
で
霸
を
唱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
大
越
だ
が
︑
そ
の
擴
張
H
義
�
行
動
が
︑
�
易
活
動
に
は
む

し
ろ
û
の
�
產
に
な
っ
た
と
す
る


見
が
多
い
︒
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桃
木
﹇
二
〇
一
一
：
一
四
八
～
五
六
﹈
が
こ
れ
ら
の
說
を
ま
と
め
て
い
る
が
︑
沈
沒
X
の
積
載
陶
磁
器
の
硏
究

(﹇
B
row
n
2010﹈﹇
D
iem

2011﹈
等
)
に
よ
り
︑
�
宗
の
占
城
親
征
後
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
8
は
破
壞
さ
れ
︑
そ
の
¤
末
�
に
少
し
ず
つ
衣
論
は
あ
る
も
の
の
︑
�
獻
學
者

(﹇
リ
・
タ
ナ

二
〇
〇
四
﹈﹇
W
hitm
ore
2011﹈
等
)
の
閒
で
も
�
趾
洋
シ
ス
テ
ム
が
�
壞
し
た
と
す
る
說
が
强
い
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑﹁
黎

�
�
�
の
大
越
＝
安
南
が
瑛
球
の

(�
易
上
の
)
ラ
イ
バ
ル
だ
っ
た
可
能
性
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
を
�
獻
と
�
物
︑
貨
þ
液
@
の
問
題
な
ど
多
方

面
か
ら
H
張
し
た
い
と
す
る
立
場
に
立
つ
桃
木
﹇
二
〇
一
一
：
一
四
八
～
五
一
﹈
は
︑
沈
沒
X
の
積
載
陶
磁
器
デ
ー
タ
の
み
に
賴
る
硏
究
法
に

衣
論
を
唱
え
︑
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
A
郊
の
ゴ
ー
サ
ィ
ン
窯
も
一
七
世
紀
ま
で
生
產
を
續
け
︑
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
大
越
の
輸
出
8
と
し
て
機
能
し
て
い
た

と
す
る
︒
た
だ
し
旣
営
の
ご
と
く
︑
一
四
七
一
年
の
後
︑
大
越
が
こ
の
8
や
窯
を
ど
れ
だ
け
利
用
で
き
た
か
ど
う
か
の
5
斷
は
︑
氏
も
J
め
て

い
る
よ
う
に
︑
陶
磁
器
硏
究
や
考
古
學
�
硏
究
︑
そ
れ
に
A
年
ビ
ン
デ
ィ
ン
地
域
か
ら
見
つ
か
り
始
め
た
�
獻
�
料
硏
究
の
S
展
に
據
る
し
か

な
い
で
あ
ろ
う(31

)
︒
ま
た
︑
藩
õ
Ó
か
ら
の
貢
°
も
<
向
け
�
貢
品

(�
易
品
)
と
し
て
は
重
P
で
あ
る
が
︑
肝
心
の
數
量
デ
ー
タ

(貢
°
規
定
な

ど
)
の
な
い
こ
と
が
﹁
瑛
球
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
に
な
れ
た
か
﹂
を
十
\
に
證
<
で
き
な
い
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
︒

結
論
に
か
え
て

本
稿
は
桃
木
が
﹁
大
越
が
瑛
球
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
に
な
れ
た
か
﹂
と
い
う
問
題
設
定
を
し
た
こ
と
に
對
し
て
︑
そ
れ
に
は
十
分
答
え
が
出
せ
な

い
も
の
の
︑
ë
維
孝
の
墓
誌
を
實
見
し
て
︑﹁
大
越
が
な
ぜ
瑛
球
と
敵
對
し
た
の
か
﹂
と
い
う
別
の
疑
問
に
着
目
し
た
こ
と
が
執
筆
の
發
端
と

な
っ
て
い
る
︒﹁
瑛
球
﹂
は
何
故
大
越
と
國
レ
ヴ
ェ
ル
の
關
係
を
持
た
な
い
の
か
︑
ま
た
何
故
大
越
は
�
易
に
來
た
か
も
し
れ
な
い
瑛
球
X
を

﹁
�
貢
_
Á
﹂
と
J
識
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
內
田
晶
子
﹇
二
〇
〇
九
：
七
二
～
八
一
﹈
は
瑛
球
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

(大
越
�
び
占
城
)
と
關
係

を
持
た
な
い
原
因
と
し
て
﹁
瑛
球
に
必
P
な
貿
易
品
が
な
い
か
ら
﹂
と
論
じ
て
い
る
が
︑
當
時
の
國
際
�
勢
に
對
す
る
理
解
に
乏
し
い
解
釋
に

F
ぎ
な
い
︒
�
趾
洋
シ
ス
テ
ム
で
活
�
し
た
可
能
性
の
あ
る
瑛
球
を
殊
�
に
無
視
し
た
理
由
︑
そ
れ
は
瑛
球
の
成
立
事
�
に
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

― 64 ―

64



『大
<
實
錄
﹄
を
見
れ
ば
︑
兩
國
の
_
Á
が
何
度
も
北
京
で
顏
を
合
わ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
る
︒
怨
興
8
市
國
家
瑛

球
が
<
に
よ
っ
て
勃
興
し
︑
厚
W
を
6
け
て
い
た
こ
と
は
大
越
側
に
も
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
よ
っ
て
占
城
や
滿
剌
加
等
の
�
國
と
は
�

い
︑
瑛
球
を
�
貢
國
�
い
す
れ
ば
︑
さ
す
が
に
<
も
默
っ
て
は
い
な
い
こ
と
は
大
越
も
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
か
た
や
瑛
球
も
<
の
優
W

政
策
は
十
五
世
紀
後
[
か
ら
�
減
さ
れ
始
め
て
お
り
︑
<
に
一
旦
�
合
さ
れ
た
こ
と
に
對
し
て


趣
V
し
と
も
い
え
る
挑
發
行
爲
を
繰
り
V
し

て
い
る
大
越
と
︑
國
家
と
し
て
�
涉
を
も
つ
こ
と
は
危
險
と
感
じ
た
に
�
い
な
い
︒
�
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
大
越−

瑛
球
�
易
の
實
態
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
<
な
ま
ま
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
た
と
え
漂
着
X
に
せ
よ
︑
瑛
球
の
�
易
勢
力
が
屬
國
a
し
た
占
城
に
接
觸
し
た

際
︑
大
越
は
激
し
く
反
應
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

<
か
ら
の
獨
立
か
ら
[
世
紀
た
っ
て
も
周
圍
を
大
國
に
圍
ま
れ
︑
疆
域
內
で
も
政
權
の


に
背
く
[
獨
立
勢
力
が
多
く
存
在
す
る
中
︑
<
の

制
度
を
園
底
�
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
改
革
に
成
功
し
︑
ア
ユ
タ
ヤ
︑
ビ
ル
マ
と
と
も
に
イ
ン
ド
シ
ナ
[
島
で
頭
一
つ
拔
け
た

存
在
に
大
越
=
國
の
內
實
を
引
き
上
げ
︑﹁
華
﹂
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
a
を
あ
る
�
度
實
現
さ
せ
た
�
宗
の
功
績
は
確
か
に
大
き
い
︒

ま
た
彼
の
對
外
政
策
は
︑
<
と
國
家
の
サ
イ
ズ
は
�
え
ど
も
中
華
を
實
現
す
る
こ
と
で
︑
À
肉
强
食
の
時
代
に
對
應
す
る
現
實
�
な
政
策
で

あ
っ
た
と
u
價
で
き
よ
う
︒
し
か
し
F
大
に
も
感
じ
ら
れ
る
外
征
は
︑
永
樂
=
同
樣
︑
本
來
皇
=
に
は
な
れ
な
か
っ
た
は
ず
の
者
が
皇
=
に

な
っ
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
存
在
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い(32

)
︒
こ
れ
に
關
し
て
少
々
蛇
足
と
も
思
え
る
こ
と
を
営
べ
て
本
稿
を
し
め
た
い
︒

宮
崎
市
定
以
來
︑
<
初
の
各
=
が
元
�
同
樣
︑
中
國
本
土
だ
け
で
は
な
く
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
も
含
ん
だ
=
國
の
創
設
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
︑

と
い
う
こ
と
は
か
な
り
定
說
a
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
う
し
た
﹁
フ
ビ
ラ
イ
に
な
り
た
か
っ
た
永
樂
=
﹂
と
い
う
見
方
に
︑
A
年
谷
井
陽
子

﹇
二
〇
〇
九
﹈
は
疑
義
を
示
し
て
い
る
︒
氏
は
︑
永
樂
=
の
一
見
華
々
し
い
親
征
も
す
べ
て
相
手
側
の
敵
對
行
動
に
對
應
す
る
形
で
行
わ
れ
た

こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
努
力
に
よ
っ
て
も
結
局
は
軍
事
力
を
も
含
む
物
理
�
條
件
に
よ
っ
て
︑
<
�
は
長
城
線
を
は
さ
ん
で
北
方
勢
力
と
膠
着
狀

況
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
︑
そ
の
後
は
膠
着
狀
況
を
維
持
す
る
こ
と
が
H
目
�
と
な
っ
た
こ
と
を
軍
事
狀
況
の
分
析
で
<
ら
か
に
し
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て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
永
樂
=
は
フ
ビ
ラ
イ
に
な
り
た
か
っ
た
﹂
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

�
貢
_
Á
な
ど
か
ら
の
限
り
あ
る
�
報
で
︑
	
敬
と
憎
惡
が
相
[
ば
す
る
永
樂
=
に
﹁
な
り
た
い

(超
え
た
い
)
﹂
と
�
宗
が
願
っ
た
こ
と
が

そ
の
度
重
な
る
外
征
に
つ
な
が
っ
た
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
や
は
り
歷
�
の
皮
肉
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
も
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
�
A

代
�
硏
究
の
限
界
が
露
�
さ
れ
て
し
ま
う
︒
例
え
ば
北
宋
の
政
治
を
H
]
し
た
者
は
誰
か
と
問
わ
れ
れ
ば
︑
徽
宗
や
哲
宗
よ
り
怨
法
黨
や
舊
法

黨
の
多
く
の
大
物
政
治
家
が
思
い
�
か
ば
れ
る
事
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
�
料
の
決
定
�
に
足
り
な
い
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
�
硏
究
に
お
い
て
は
︑
�

宗
の
﹁
擴
張
路
線
﹂
を
H
]
し
た
の
が
軍
部
な
の
か
︑
<
に
か
ぶ
れ
た

・

・

・

・

科
擧
官
僚
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
や
は
り
�
宗
自
身
な
の
か
︑
お
そ
ら
く

こ
れ
か
ら
も
解
<
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
功
罪
の
す
べ
て
は
�
宗
に
歸
さ
れ
續
け
る
の
で
あ
る
︒

�(1
)

本
稿
で
は
現
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
領
內
の
大
小
政
體
を
�
う
の
で
︑
混
亂

を
�
け
る
た
め
︑
紅
河
m
野
部
を
根
幹
と
し
た
黎
�
を
︑
自
稱
に

從
っ
て
﹁
大
越

(國
)﹂
と
記
す
︒

(2
)

た
だ
し
英
語
圈
の
陶
磁
考
古
學
の
分
野
で
は
︑
東
南
ア
ジ
ア
各
地

の
�
跡
か
ら
中
國
陶
磁
が
十
五
世
紀
に
劇
�
に
見
ら
れ
な
く
な
る
現

象
が
指
摘
さ
れ
︑
“M
ing
G
ap”
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
︒
ロ
ッ

サ
ナ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
九
世
紀
か
ら
一
五
〇
五
年
ま
で
を
四
つ
の
時
�

に
分
け
︑
も
っ
ぱ
ら
沈
沒
X
か
ら
の
�
物
殘
存
狀
況
に
基
づ
き
︑
一

四
二
四
年
か
ら
八
七
年

(宣
德
初
か
ら
成
a
年
閒
末
ま
で
)
の
時
�
︑

中
國
陶
磁
が
激
減
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
﹇
B
row
n
2010
:

362
-
68﹈︒

(3
)

タ
イ
ン
ホ
ア
は
黎
�
宗
光
順
十
年

(一
四
六
九
)
ま
で
は
﹁
淸

a
﹂
T
hanh
H
óa
で
あ
り
︑
同
年
︑
承
宣
が
置
か
れ
た
際
に
﹁
淸

華
﹂
T
hanh
H
oa
と
變
え
ら
れ
た
︒
そ
し
て
阮
�
紹
治
元
年

(一

八
四
一
)
に
﹁
淸
a
﹂
に
復
さ
れ
た
︒
本
稿
で
は
煩
瑣
を
さ
け
る
た

め
︑
原
�
料
�
び
地
圖
以
外
は
﹁
淸
a
﹂
で
瓜
一
す
る
︒

(4
)

中
で
も
京
師
昇
龍

(現
ハ
ノ
イ
)
を
中
心
と
し
た
地
域
と
︑
中
國

の
影
Ï
が
�
も
早
く
强
く
傳
わ
る
東
部
デ
ル
タ

(南
策
地
方
)
が
淸

a
の
武
臣
と
�
に
對
立
す
る
こ
と
と
な
る
﹇
八
尾

二
〇
〇
九
：
第

四
違
﹈︒

(5
)

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
硏
究
者
の
硏
究
は
A
年
に
至
る
ま
で
そ
の
繁
榮
�

觀
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
︑
槪
ね
�
宗
の
對
外
政
策

(�
易
︑
外
�

等
)
に
つ
い
て
も
肯
定
�
な
u
價
を
與
え
て
い
る
が
︑
實
證
に
乏
し

い
︒

(6
)

ブ
イ
・
ミ
ン
・
チ

&
グ
エ
ン
・
ロ
ン
・
ケ
リ
ー
﹇
B
ùi
M
inh

T
rí
và
K
erry,N
guyễn-L
ong
2001﹈
等
參
照
︒
ト
プ
カ
プ
宮
殿

― 66 ―

66



�
藏
の
後
営
裴
氏
戲
作
靑
白
磁
の
寫
眞
は
同
書
三
一
二
頁
に
揭
載
︒

(7
)

『國
�
𠛬
律
﹄
に
含
ま
れ
る
各
條
�
の
成
立
年
代
が
國
初
で
あ
り
︑

そ
の
後
も
改
變
が
加
え
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
と
い
う
筆
者
の
考
證
は

﹇
八
尾
二
〇
一
三
﹈
で
行
っ
て
い
る
︒

(8
)

雲
屯
に
關
す
る
古
典
�
な
硏
究
と
し
て
は
︑
山
本
Ó
郞
﹇
一
九
三

九
﹈
が
あ
る
ほ
か
︑
A
年
で
は
日
本
の
考
古
學
チ
ー
ム
に
よ
る
硏
究

が
多
く
公
開
さ
れ
て
い
る

(﹇
阿
部
・
菊
池

二
〇
〇
六
﹈
等
)︒
西

村
昌
也
の
小
�
﹇
二
〇
一
一
：
二
五
三
～
五
四
﹈
も
大
い
に
參
考
に

な
る
︒
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
に
よ
る
ま
と
ま
っ
た
硏
究
と
し
て
は
ド
・

ヴ
ァ
ン
・
ニ
ン
﹇
Đ
ỗ
V
ăn
N
inh
1997﹈
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

(9
)

陳
�
�
び
黎
�
初
�
の
官
制
に
よ
れ
ば
︑
察
海
_
は
陳
�
�
中
葉

に
雲
屯
に
設
置
さ
れ
て
い
る
︒﹃
大
越
�
記
\
書
﹄
(以
下
﹃
\
書
﹄)

本
紀
卷
七

陳
裕
宗
紹
豐
九
年

(一
三
四
九
)
十
一
¡
朔
～
末
の
條

に
は
︑

雲
屯
鎭
に
鎭
官
︑
路
官
︑
察
海
_
︑
そ
れ
に
m
海
軍
を
設
置
し
た
︒

以
�
︑
李
�
の
時
代
に
は
︑
商
舶
が
來
る
場
合
は

(中
北
部
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
の
)
演
州
・
他
員
等
の
海
門
か
ら
入
8
し
て
い
た
︒
�
A

に
な
っ
て
︑
海
�
が
�
移
し
︑
海
門
が
淺
く
な
っ
た
た
め
︑
(商

舶
は
)
多
く
雲
屯
に
聚
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
よ
っ
て
こ
の
命
が

下
さ
れ
た
︒
(設
雲
屯
鎭
鎭
官
・
路
官
・
察
海
_
︑
�
置
m
海
軍

以
鎭
之
︒
先
是
︑
李
�
時
︑
商
舶
來
則
入
自
演
州
・
他
員
等
海
門
︒

至
是
︑
海
�
�
移
︑
海
門
淺
涸
︑
多
聚
雲
屯
︒
故
�
是
命
︒)

と
あ
る
︒
安
撫
_
は
縣
の
長
官
で
あ
る
︒
<
の
荏
�
を
6
け
て
い
た

時
代
に
雲
屯
に
は
市
舶
司
が
置
か
れ
た
が
︑
黎
�
に
入
っ
て
か
ら
後

は
提
舶
司
の
存
在
は
確
J
で
き
な
い
︒

(10
)

『\
書
﹄
本
紀
卷
十
一

黎
太
宗
紹
m
元
年

(一
四
三
四
)
九
¡

十
六
日
～
冬
十
¡
の
條
に
は
安
邦
路
總
管
阮
宗
徐
・
同
總
管
黎
遙
が

爪
哇
か
ら
や
っ
て
き
た
商
舶
の
荷
物
點
檢
の
際
︑
そ
の
數
を
ご
ま
か

し
て
私
é
を
肥
や
し
て
罰
せ
ら
れ
た
例
：

安
邦
路
總
管
阮
宗
徐
・
同
總
管
黎
遙
を
貶
三
�
︑
罷
職
と
し
た
︒

本
�
で
は
臣
民
が
�
手
に
外
國
の
商
貨
を
賣
買
す
る
こ
と
を
禁
じ

て
許
し
て
い
な
い
︒
時
に
︑
爪
哇
舶
が
雲
屯
鎭
に
至
っ
た
︒
宗
徐

等
は
舶
貨
の
正
確
な
額
を
檢
査
す
べ
き
と
こ
ろ
︑
さ
き
に
原
額
を

報
吿
し
た
の
に
︑
後
で
隱
詐
し
そ
の
額
を
書
き
改
め
て
九
百
餘
緍

を
着
é
し
︑
黎
遙
と
そ
れ
ぞ
れ
百
緍
を
手
に
し
た
︒
事
が
露
見
し
︑

故
に
彼
ら
は
罪
に
問
わ
れ
た
︒
(安
邦
路
總
管
阮
宗
徐
・
同
總
管

黎
遙
貶
三
�
︑
罷
職
︒
本
�
禁
臣
民
不
得
私
販
外
國
商
貨
︒
時
︑

�
爪
哇
舶
至
雲
屯
鎭
︒
宗
徐
等
當
檢
錄
舶
貨
正
數
︑
�
已
將
原
數

供
報
︑
後
復
隱
詐
改
奄
其
狀
︑
而
私
é
九
百
餘
緍
︑
自
與
黎
遙
各

占
百
緍
︒
事
發
︑
故
罪
之
︒)
や
︑

『
同
﹄
同
年
十
二
¡
八
日
～
二
六
日
の
條
で
は
開
國
功
臣
の
一
人
で

あ
る
�
軍
總
管
黎
6
が
家
人
を
_
っ
て
a
外
の
者
と
賣
買
を
行
っ
た

こ
と
で
彈
云
さ
れ
た
こ
と
：

言
官
潘
天
�
が
彈
云
し
︑
�
軍
總
管
の
黎
6
が
國
喪
に
當
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
妻
を
娶
り
︑
大
い
に
第
舍
を
b
工
し
︑
家
人
に
出
境

さ
せ
て
︑
ひ
そ
か
に
a
外
の
者
と
�
市
さ
せ
て
い
る
等
の
事
を
問

題
に
し
た
︒
(言
官
潘
天
�
彈
違
︑
論
�
軍
總
管
黎
6
當
國
喪
娶

妻
︑
大
b
第
舍
︑
_
家
人
出
境
︑
私
與
a
外
�
市
等
事
︒)

等
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

(11
)

[
リ
・
タ
ナ

二
〇
〇
四
：
一
一
四
～
一
五
﹈
は
陶
磁
器
以
外
に
も
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�
趾
洋
に
面
し
た
ハ
イ
ズ
オ
ン
地
方
に
原
貫
を
も
つ
円
築
︑
大
工
︑

木
版
印
刷
な
ど
の
同
業
集
團
が
京
師
に
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
︒

(12
)

｢�
面
碑
�
﹂
と
あ
る
が
︑
現
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
�
法
に
引
き
ず

ら
れ
た
語
順
で
あ
り
︑


味
は
﹁
碑
�
�
面
﹂
で
あ
る
︒
後
面
碑
�

も
同
樣
︒

(13
)

字
喃
v

糖
đu̓
ò̓
ng
:﹁
�
﹂
の


︑﹁
上
糖
﹂
で
﹁
上
の
�
﹂
ほ
ど

の


だ
が
︑
村
中
の
小
地
名
の
可
能
性
が
高
い
︒
欽

cháu
:﹁
孫
﹂

の


︑﹁
欽
三
代
老
將
裴
國
興
﹂
で
﹁
老
將
裴
國
興
の
三
代
の
孫
﹂

の


︒
琴

nung
:﹁
燒
く
﹂
の


︑﹁
藝
琴
﹂
で
﹁
燒
く
仕
事=

燒

き
物
業
﹂
の


︒
廷

đình
:﹁
ム
ラ
の
集
會
�
#
宗
敎
施
設
で
あ
る

デ
ィ
ン
đình
﹂
の


︒
段
đoȧn
:﹁
す
る
や
い
な
や
﹂
の


︒

(14
)

裴
氏
の
家
に
は
�
い
家
�
も
殘
り
︑
そ
れ
に
は
彼
女
の
弟
の
名
と

し
て
裴
廷
b
と
あ
る
︒

(15
)

例
え
ば
×
長

tru̓
ò̓
ng
↓
○
場
︑
×
大
保

Đ
ȧi
B
ao

穐

↓
○
大
寶
︑

×
興
公
hu̓
ng
công
↓
○
興
工
︑
×
夫
軍
phu
quân
↓
○
夫
君
な

ど
︒

(16
)

錄
�
の
存
在
は
確
J
さ
れ
て
い
な
い
︒
同
家
に
あ
る
�
書
�
料
は

裴
國
興
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
�
い
家
�
の
み
で
あ
る
︒

(17
)

『東
方
諸
國
記
﹄
の
著
書
ト
メ
・
ピ
レ
ス
は
十
五
世
紀
後
[
に
リ

ス
ボ
ン
で
生
ま
れ
︑
一
五
一
一
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
占
領
し
た
マ

ラ
ッ
カ
の
商
館
員
と
な
っ
た
︒
中
國
と
の
貿
易
�
涉
に
も
携
わ
る
が
︑

失
敗
し
︑
中
國
官
警
に
廣
州
で
捕
Ö
さ
れ
る
︒
そ
の
後
の
%
息
は
不

<
だ
が
一
五
二
四
年
頃
歿
し
た
ら
し
い
︒
本
書
の
完
成
は
一
五
一
五

年
頃
と
考
え
ら
れ
る
﹇
生
田
滋

一
九
六
六
：
一
七
～
二
五
﹈︒

(18
)

兩
氏
の


見
は
華
人
ム
ス
リ
ム
商
人
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
(2
)
と
對
立
す
る
考
え
方
で
は
な
い
が
︑
や
や
非
ム
ス
リ
ム

の
華
人
商
人
の
役
割
を
F
小
u
價
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

印
象
を
筆
者
は
い
だ
く
︒

(19
)

大
越
の
獨
立
か
ら
黎
�
�
宗
�
ま
で
の
大
越−

占
城
關
係
に
つ
い

て
は
﹇
桃
木

二
〇
一
一
：
一
六
九
～
七
〇
﹈
に
鯵
&
な
年
表
が
あ

る
︒

(20
)

円
國
當
初
の
林
邑
國
が
必
ず
し
も
﹁
イ
ン
ド
�
a
が
卓
越
す
る

國
﹂
で
な
か
っ
た
こ
と
は
﹇
八
尾

一
九
九
五
﹈
で
も
論
じ
た
が
︑

Í
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
�
家
も
︑
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
殘
る
チ
ャ
ン
パ

の
�
a
�
P
素
に
v
目
し
つ
つ
あ
る
︒
例
え
ば
チ
ャ
ン
・
ク
ォ
ク
・

ヴ
オ
ン
﹇
T
rần
Q
uốc
V
u̓
o̓̇
ng
2011﹈
は
紀
元
�
後
か
ら
李
陳
�

�
の
兩
國
の
�
液
を
Q
い
つ
つ
︑
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
各
地
に
殘
る

チ
ャ
ン
パ
の
影
Ï
を
6
け
た
寺
院
円
築
樣
式
や
チ
ャ
ム
語
b
源
の
單

語
︑
チ
ャ
ン
パ
の
風
*
を
ま
ね
た
*
俗
の
存
在
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
︒

(21
)

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
附
A
の
占
城
窯
報
吿
と
し
て
︑
日
本
語
で
讀
め
る
も

の
と
し
て
は
森
本
�
子
・
大
橋
康
二
﹇
一
九
九
六
﹈︑
そ
の
後
の
Þ

査
結
果
や
占
城
陶
磁
を
積
ん
だ
沈
沒
X
の
槪
P
に
つ
い
て
は
ア
リ
ソ

ン
・
I
・
デ
ィ
エ
ム
﹇
D
iem
2011﹈
を
參
照
︒
﹇
森
本

一
九
九

六
﹈
で
は
ラ
ム
ド
ン
省

(
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
西
南
の
高
原
地
帶
)
で
の
自

ら
も
參
加
し
た
古
陶
磁
�
跡
發
掘
の
結
果
を
報
吿
し
た
も
の
で
︑
占

城
の
中
心
地
ビ
ン
デ
ィ
ン
省
內
の
各
窯
で
燒
か
れ
た
占
城
燒
が
多
く

發
見
さ
れ
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち
占
城
の
陶
磁
が
內
陸
ま
で
液
@
し
て

い
た
こ
と
を
営
べ
る
と
と
も
に
︑
大
越
の
靑
花
同
樣
︑
<
の
陶
磁
不

足

(M
ing
G
ap)
を
埋
め
る
こ
と
に
貢
獻
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
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て
い
る
︒

(22
)

む
ろ
ん
桃
木
﹇
二
〇
一
一
：
一
五
一
︑
一
五
五
～
五
六
﹈
も
狹
義

の
廣
南
で
す
ら
越
・
占
人
の
混
在
狀
態
が
續
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

お
り
︑
中
南
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
沿
岸
部
の
ヴ
ェ
ト
a
が
一
氣
に
S
ん
だ

と
は
し
て
い
な
い
︒

(23
)

『欽
定
越
�
@
鑑
綱
目
﹄
で
は
﹁
�
年
﹂
を
黎
�
宗
の
﹁
洪
德
閒
﹂

と
正
し
て
い
る
︒

(24
)

タ
イ
ン
ホ
ア
省
ド
ン
ソ
ン
縣
ド
ン
ミ
ン
社
ë
維
族
祠
堂
內
に
現
存
︒

錄
�
\
�
は
グ
エ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
タ
ィ
ン
﹇
N
guyễn
V
ăn
T
hành

2006﹈
が
公
開
濟
み
︒

(25
)

『\
書
﹄
な
ど
大
越
側
の
�
料
に
は
敗
北
の
記
営
は
な
く
︑
ラ
ー

ン
ナ
ー
側
�
料
に
基
づ
く
﹇
G
rabow
sky
2010
:215-18﹈︒

(26
)

[Sun
2010b
﹈
は
同
時
代
の
雲
南−
ビ
ル
マ
�
易
の
隆
盛
を
論
じ

て
い
る
が
︑
大
越
軍
が
ビ
ル
マ
北
方
ま
で
S
擊
し
た
理
由
と
し
て
︑

そ
の
ル
ー
ト
へ
の
關
心
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

(27
)

『\
書
﹄
に
は
北
m
都
司
の
設
置
に
關
す
る
記
営
は
な
い
が
︑
洪

德
十
九
年
以
�
か
ら
︑
北
m
鎭
守
副
總
兵
な
ど
の
官
名
を
帶
び
た
者

の
存
在
が
見
ら
れ
︑
都
司
成
立
以
�
か
ら
太
原
都
司
の
分
署
と
も
い

う
べ
き
機
關
の
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

(28
)

一
四
九
〇
年
に
は
こ
の
例
の
.
守
を
園
底
さ
せ
る
た
め
︑
同
樣
の

趣
旨
の
﹁
缺
�
賀
禮
例
﹂
を
定
め
て
い
る
︒
(﹃
\
書
﹄
卷
十
三

洪

德
二
十
二
年
春
正
¡
の
條
)

(29
)

桃
木
﹇
二
〇
一
一
：
一
九
三
﹈
の
﹃
\
書
﹄
に
基
づ
く
瓜
計
に
據

れ
ば
︑
黎
�
�
�
に
大
越
に
來
航
し
た
海
外
諸
國
は
︑
占
城
を
除
き
︑

爪
哇
が
二
囘
︑
暹
羅
二
囘
︑
羅
羅
斯
甸
國
一
囘
︑
蘇
門
禁
剌
一
囘
の

み
で
あ
る
︒

(30
)

成
a
五
年

(一
四
六
九
)
に
滿
剌
加
X
が
大
越
に
漂
着
し
︑
_
臣

が
殺
さ
れ
た
こ
と
と
︑
占
城
の
�
は
滿
剌
加
も
�
呑
し
よ
う
と
し
て

い
る
と
の
訴
狀

(﹃
大
<
憲
宗
實
錄
﹄
卷
二
一
九

成
a
十
七
年
九

¡
壬
申
條
)
が
<
に
對
し
て
出
さ
れ
て
い
る
﹇
桃
木
二
〇
一
一
：
一

九
三
～
九
四
﹈
︒
そ
の
際
に
は
安
南
國
_
臣
と
の
<
廷
で
の
對
決
を

滿
剌
加
側
_
臣
は
P
求
し
た
が
︑
<
が
�
宗
に
詰
問
の
諭
旨
を
¯
る

こ
と
で
決
着
を
つ
け
た
︒
た
だ
こ
の
大
越
側
の
大
言
壯
語
は
占
城
攻

擊
の
直
�
に
發
せ
ら
れ
た
も
の
で
︑
滿
剌
加
が
希
^
し
て
い
る
の
は
︑

大
越
の
漂
着
X
に
對
す
る
�
い
を
何
と
か
し
て
欲
し
い
く
ら
い
の
こ

と
で
あ
っ
て
︑
�
呑
云
々
の
實
效
性
に
危
機
感
を
も
っ
て
の
も
の
で

は
な
か
ろ
う
︒

(31
)

ち
な
み
に
︑
ë
樑
生
﹇
一
九
八
五
：
卷
末
表
一
﹁
海
外
諸
國
入
貢

一
覽
表
﹂
﹈
に
よ
れ
ば
︑
一
三
六
八
年
～
一
四
九
三
年
の
瑛
球
と
安

南
の
�
貢
囘
數
は
そ
れ
ぞ
れ
二
三
九
囘
と
八
一
囘
で
あ
る
︒
ま
た
中

島
樂
違
﹇
二
〇
一
一
：
五
〇
七
﹁
表
二
﹂
﹈
に
よ
れ
ば
︑
一
三
六
八

～
一
五
六
六
年
の
兩
國
の
�
貢
囘
數
は
そ
れ
ぞ
れ
二
八
八
囘
と
八
九

囘
で
あ
る
︒

(32
)

『\
書
﹄
本
紀
卷
十
三

黎
�
宗
洪
德
十
六
年

(一
四
八
五
)
是

年
の
條
に
は

陳
封

(黎
太
祖
以
來
の
老
臣
)
を
殺
し
た
︒
=
が
尙
書
阮
如
�
等

に
諭
し
て
言
う
に
は
﹁
陳
封
は
若
い
と
き
厲
德
侯

(第
四
代
廢
=

宜
民
︑
�
宗
の
衣
母
兄
)
の
舊
臣
で
あ
っ
た
︒
や
つ
は
仁
宗
の
經

筵
官
と
な
っ
た
際
︑
厲
德
を
x
愛
し
︑
1
を
輕
ん
じ
た
︒
い
ま
︑

や
つ
は
我
が
臣
と
な
っ
て
は
い
る
が
︑
常
に
不
臣
の
心
を
蓄
え
︑
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1
が
<
の
官
號
を
用
い
て
本
國
の
@
制
を
だ
め
に
し
て
し
ま
っ
た

と
ほ
ざ
い
て
い
る
︒
不
臣
の
心
︑
顯
れ
た
り
で
あ
ろ
う
﹂︒
(殺
陳

封
︒
=
諭
尙
書
阮
如
�
等
曰
︑﹁
陳
封
少
時
爲
厲
德
侯
舊
臣
︒
至

陳
封
爲
仁
宗
經
筵
時
︑
愛
戴
厲
德
︑
甚
輕
蔑
我
︒
今
封
爲
我
臣
︑

常
蓄
不
臣
之
心
︑
謂
我
円
立
<
國
官
號
︑
而
�
國
�
@
制
︒
不
臣

之
心
顯
矣
﹂
︒)

と
あ
り
︑
﹁
<
か
ぶ
れ
﹂
呼
ば
わ
り
さ
れ
た
�
宗
の
怒
り
が
傳
わ
っ

て
く
る
︒

�
獻
目
錄

阿
部
百
合
子
・
菊
池
Ü
一
︑
二
〇
〇
六
︑﹁
ベ
ト
ナ
ム
の
對
外
貿
易
8
︱
︱
日
本
に
輸
出
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
陶
磁
器
の
積
出
8
を
探
る
︱
︱
﹂
︑
小
野
正
敏
(�
)︑

﹃
�
A
代
の
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
2
物
と
南
蠻
物
の
�
易
と
そ
の


義
﹄
m
成
十
四
～
十
七
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金

(
基
盤
硏
究
(A
)(
二
))
硏
究

成
果
報
吿
書
︑
國
立
歷
�
民
俗
�
物
館
．

生
田
滋
他
(譯
v
)︑
ピ
レ
ス
︐
ト
メ
(著
)︑
一
九
六
六
︑﹃
東
方
諸
國
記
﹄︑
岩
波
書
店
．

內
田
晶
子
︑
二
〇
〇
九
︑﹁
瑛
球
と
東
南
ア
ジ
ア
﹂︑
內
田
晶
子
・
高
瀨
恭
子
・
池
谷
^
子
﹃
ア
ジ
ア
の
海
の
古
瑛
球
︱
︱
東
南
ア
ジ
ア
・
�
鮮
・
中
國
﹄︑
榕

樹
書
林
．

岡
本
弘
�
︑
二
〇
一
〇
︑﹃
瑛
球
王
國
海
上
�
涉
�
硏
究
﹄
榕
樹
書
林
．

菊
池
Ü
一
︑
二
〇
〇
三
︑﹃
ベ
ト
ナ
ム
日
本
町
の
考
古
學
﹄
高
志
書
院
．

小
葉
田
淳
︑
一
九
三
九
︑﹃
中
世
南
島
@
�
貿
易
�
の
硏
究
﹄
(初
版
)︑
日
本
u
論
社
．

谷
井
陽
子
︑
二
〇
〇
九
︑﹁
<
初
の
對
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
政
策
と
そ
の
歸
結
﹂﹃
�
林
﹄
九
二
(三
)．

檀
上

C
︑
二
〇
一
四
︑﹃
<
代
海
禁
＝
�
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
﹄
京
都
大
學
學
�
出
版
會
．

ë

樑
生
︑
一
九
八
五
︑﹃
<
・
日
關
係
�
の
硏
究
﹄
雄
山
閣
．

豐
見
山
和
行
︑
二
〇
〇
三
︑﹁
瑛
球
・
沖
繩
�
の
世
界
﹂﹃
日
本
の
時
代
�

一
八

瑛
球
・
沖
繩
�
の
世
界
﹄
︑
吉
川
弘
�
館
．

中
島
樂
違
︑
二
〇
一
一
︑﹁
十
四−

十
六
世
紀
︑
東
ア
ジ
ア
貿
易
秩
序
の
變
容
と
再
�
﹂﹃
社
會
經
濟
�
學
﹄
七
六
(
四
)．

西
村
昌
也
︑
二
〇
一
一
︑﹁
大
越
の
外
8
�
跡
・
雲
屯

(ヴ
ァ
ン
ド
ン
)
に
つ
い
て
﹂︑
西
村
昌
也
(著
)
﹃
ベ
ト
ナ
ム
の
考
古
・
古
代
學
﹄
同
成
社
．

長
谷
部
樂
爾
(�
著
)︑
一
九
九
〇
︑﹃
イ
ン
ド
シ
ナ
[
島
の
陶
磁
﹄
瑠
璃
書
6
．

福
岡
市
美
�
館
(�
)︑
一
九
九
二
︑﹃
ベ
ト
ナ
ム
の
陶
磁
﹄
福
岡
市
美
�
館
．
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ñ
原
利
一
郞
︑
一
九
四
九
︑﹁
廣
南
王
阮
氏
と
華
僑
︱
︱
と
く
に
阮
氏
の
對
華
僑
方
針
に
つ
い
て
︱
︱
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
一
〇
(五
)
(ñ
原
﹇
一
九
八
六
﹈
に

再
收
)．

ñ
原
利
一
郞
︑
一
九
七
五
︑﹁
黎
�
�
�
の
<
と
の
關
係

(一
四
二
八−

一
五
二
七
年
)﹂﹇
山
本
(�
)
一
九
七
五
﹈
�
收

(﹁
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
黎
�
�
�
の
<
と
の

關
係
﹂
と
し
て
ñ
原
﹇
一
九
八
六
﹈
に
再
收
)．

ñ
原
利
一
郞
︑
一
九
八
〇
︑﹁
黎
�
後
�
ë
氏
の
華
僑
對
策
﹂﹃
�
窓
﹄
三
八

(ñ
原
﹇
一
九
八
六
﹈
に
再
收
)．

ñ
原
利
一
郞
︑
一
九
八
六
︑﹃
東
南
ア
ジ
ア
�
の
硏
究
﹄
法
藏
館
．

宮
崎
市
定
︑
一
九
六
九
︑﹁
洪
武
か
ら
永
樂
へ
︱
︱
初
�
<
�
政
權
の
性
格
︱
︱
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
二
七
(
四
)
(
後
︑
佐
伯

富
・
島
田
虔
�
・
岩
見

宏
・

礪
波

護

(�
集
委
員
)︑
一
九
九
二
︑﹃
宮
崎
市
定
\
集
﹄
十
三
︑
岩
波
書
店
︑
に
收
錄
)．

桃
木
至
O
(�
)︑
二
〇
〇
八
︑﹃
海
域
ア
ジ
ア
�
硏
究
入
門
﹄
岩
波
書
店
．

桃
木
至
O
︑
二
〇
一
一
︑﹃
中
世
大
越
國
家
の
成
立
と
變
容
﹄
大
阪
大
學
出
版
會
．

森
本
�
子
︑
一
九
九
六
︑﹁
中
部
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
ム
ド
ン
省
ダ
イ
ラ
ン
�
跡
の
陶
磁
器
﹃
貿
易
陶
磁
硏
究
﹄
一
六
．

森
本
�
子
・
大
橋
康
二
︑
一
九
九
六
︑﹁
ベ
ト
ナ
ム
・
ビ
ン
デ
ィ
ン
省
ゴ
ー
サ
イ
ン
二
・
三
號
窯
の
發
掘
Þ
査
﹂﹃
東
洋
陶
磁
﹄
(
東
洋
陶
磁
學
會
)
二
六
．

八
尾
隆
生
︑
二
〇
〇
九
︑﹃
黎
初
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
政
治
と
社
會
﹄
廣
島
大
學
出
版
會
．

八
尾
隆
生
︑
二
〇
一
〇
︑﹁
社
會
規
範
と
し
て
の
ベ
ト
ナ
ム
﹃
國
�
𠛬
律
﹄
の
可
能
性
︱
︱
書
誌
學
�
考
察
よ
り
︱
︱
﹂
︑
山
本
英
�
(�
著
)﹃
A
世
の
海
域
世

界
と
地
方
瓜
治

(東
ア
ジ
ア
海
域
叢
書
一
)﹄
汲
古
書
院
．

八
尾
隆
生
︑
二
〇
一
二
︑﹁
�
A
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
碑
�
硏
究
緖
論
﹂︑
須
江

隆
(�
)﹃
碑
と
地
方
志
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
探
る

(
東
ア
ジ
ア
海
域
叢
書
六
)﹄
汲

古
書
院
．

八
尾
隆
生
︑
二
〇
一
三
︑﹁
�
A
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
法
試
論
︱
︱
﹃
國
�
𠛬
律
﹄
再
論
︱
︱
﹂﹃
歷
�
u
論
﹄
七
五
九
．

山
本
Ó
郞
︑
一
九
三
九
︑﹁
安
南
の
貿
易
8
雲
屯
﹂﹃
東
方
學
報
・
東
京
﹄
九
．

山
本
Ó
郞
(�
)︑
一
九
七
五
︑﹃
ベ
ト
ナ
ム
中
國
關
係
�
︱
︱
曲
氏
の
抬
頭
か
ら
淸
佛
戰
爭
ま
で
︱
︱
﹄
山
川
出
版
社
．

リ
・
タ
ナ
(著
)︑
中
砂
<
德
(譯
)︑
二
〇
〇
四
︑﹁
海
か
ら
の
眺
^
︱
︱
地
域
世
界
か
ら
み
た
ベ
ト
ナ
ム
北
部
海
岸
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
六
三
(三
)．

B
ùiM
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rần
K
ỳ
P
hu̓
o̓̇
ng
and
L
ockhart,B
ruce
M
.2011].

Đ
ỗ
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rần
K
ỳ
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uốc
V
u̓
o̓̇
ng,2011,V
iê̇t-C
ham
C
ultural
C
ontacts,In:[T
rần
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本
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脫
稿
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刊
行
に
至
る
ま
で
︑
筆
者
の
不
備
に
よ
り
︑
一
年
以
上
の
�
閒
を
P
す
る
お
恥
ず
か
し
い
事
態
と
な
っ
た
︒
そ
の
閒
︑
本
稿
で
引
用

し
た
硏
究
業
績
執
筆
者
に
よ
る
怨
た
な
英
�
著
作
が
出
て
い
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が
︑
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稿
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反
映
で
き
て
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な
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︒
よ
っ
て
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介
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︑
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た
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︒
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A
S,2013.
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︑
�
者
で
あ
る
桃
木
と
リ
ー
ド
の
序
論

(introduction)
に
よ
れ
ば
︑
ま
ず
�
世
紀
後
[
�
に
H
液
を
し
め
た
﹁
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
﹂
な
東
南
ア
ジ
ア
�
の
功
罪
︑
東
南
ア
ジ
ア
を
一
體
と
し
て
J
識
し
︑
東
南
ア
ジ
ア
性
を
强
Þ
す
る
こ
と
の
功
罪
を
念
頭
に
置
い
た
上

で
︑
し
ば
し
ば
﹁
堅
く
て
閉
�
�
な
北
東
ア
ジ
ア
﹂
對
﹁
N
く
て
開
放
�
な
東
南
ア
ジ
ア
﹂
と
い
う
I
圖
を
打
破
す
べ
く
︑
單
に
�
易
だ
け
を
�
っ
た
も

の
で
は
な
い
﹁
海
域
ア
ジ
ア
�
﹂
論
集
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
�
者
の


圖
に
背
く
紹
介
の
仕
方
に
な
っ
て
し
ま
う
が
︑
本
稿
に
直
接
關

聯
す
る
�
收
論
�
は
︑
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om
oki
Shiro
and
H
asuda
T
akashi,T
he
P
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A
sian
H
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C
om
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w
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that
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A
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Jam
es
K
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hin,M
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irates:H
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C
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re-M
odern
M
aritim
e
A
sia
︑
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L
aichen,Saltpetre
T
rade
and
W
arfare
in
E
arly
M
odern
A
sia
の
三
w
で
あ
る
︒

第
一
論
�
は
上
記
の
�
纂
目
�
に
合
わ
せ
て
︑
北
東
ア
ジ
ア
と
比
�
し
つ
つ
九
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
�
の
時
代
區
分
を
試
み
︑
九
世
紀

～
十
四
世
紀
︑
十
五
世
紀
～
十
七
世
紀
︑
十
七
世
紀
末
～
十
九
世
紀
中
葉
の
四
�
に
區
分
す
る
︒
本
稿
は
そ
の
第
二
�
に
該
當
す
る
が
︑
リ
ー
ド
の
﹁
�

易
の
時
代
﹂︑
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
﹁
奇
妙
な
竝
行
性
﹂
說
が
6
け
入
れ
ら
れ
︑﹁
大
航
海
時
代
﹂
と
い
う
時
代
遲
れ
な
時
代
區
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
が
︑
こ
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の
第
二
�
が
﹁
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﹂
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一
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�
の
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行
�
な
の
か
と
い
う
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b
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︑
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決
策
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し
て
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時
�
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�
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四
世
紀
末
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五
世
紀
�
[
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五
世
紀
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[
～
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紀
初
�
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︑
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行
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︑
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︑
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紀
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六
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紀
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行
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︑
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﹁
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ス
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﹂
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︒
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︑
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ッ
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う
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︑
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︑
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︒
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︑
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︑
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Á
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介
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e
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介
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Á
﹂
の
部
分
で
は
︑
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ン
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︑
密
出
國
し
た
福
円
商
人

が
<
の
_
Á
を
y
っ
て
マ
ラ
ッ
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ユ
タ
ヤ
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W
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6
け
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︑
歸
z
︑
<
の
官
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事
例
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介
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い
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︒
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易
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︑
早
い
時
代
か
ら
大
越
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國
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Ã
石
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輸
入
國
で
あ
っ
た
こ

と
︑
<
代
で
も
陸
路
で
ビ
ル
マ
や
大
越
が
Ã
石
を
中
國
よ
り

(密
)
輸
入
し
て
い
た
こ
と
︑
火
藥
の
い
ま
ひ
と
つ
の
重
P
な
原
料
で
あ
る
益
黃
が
瑛
球
か

ら
黎
�
大
越
に
輸
入
さ
れ
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
︒
た
だ
氏
は
火
藥
需
P
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擴
大
原
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と
し
て
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お
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ら
く
�
宗
�
の
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對
中
︑
對
チ
ャ
ン
パ
︑
對

ラ
ー
ン
サ
ー
ン
︑
對
チ
ェ
ン
マ
イ
戰
爭
を
あ
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て
い
る
が
︑
時
代
が
や
や
ず
れ
た
十
六
世
紀
の
話
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あ
り
︑
�
宗
歿
後
の
內
亂
に
關
聯
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る
の
か
も
し

れ
な
い
︒
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か
し
大
越
と
瑛
球
と
の
閒
に
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よ
う
な
貿
易
關
係
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あ
っ
た
と
す
る
說
は
|
て
置
く
こ
と
は
で
き
ず
︑
氏
の
用
い
た
�
料
を
精
査
す
る
必

P
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あ
る
︒
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eoff
W
ade(ed.),A
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E
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s:
T
h
e
H
istorical
E
xperien
ce
of
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in
A
sia,L
ondon
and
N
ew
Y
ork:R
outledge,2015

は
︑
�
者
ジ
ェ
フ
・
ウ
エ
イ
ド
の
紹
介

(introduction)
に
よ
れ
ば
︑
ア
ジ
ア
の
諸
政
體

(polity)
の
擴
張
の
樣
態
を
論
じ
た
論
�
集
で
︑
對
象
は
東

ア
ジ
ア

(北
東
ア
ジ
ア
�
び
東
南
ア
ジ
ア
)
で
あ
る
︒
本
稿
に
直
接
關
聯
す
る
�
收
論
�
と
し
て
は
︑
John
K
.W
hitm
ore,T
he
T
hirteenth
P
rovince:

Internal
A
dm
inistration
and
E
xternal
E
xpansion
in
F
ifteenth-C
entury
Ð
ȧi
V
iê̇t
と
︑
M
om
oki
Shiro,T
he
V
ietnam
ese
E
m
pire
and
its

E
xpansion,c.980-1840
の
二
w
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

�
者
は
︑
黎
�
宗
登
場
以
�
の
大
越
と
チ
ャ
ン
パ
が
と
も
に
﹁
官
僚
制
國
家
﹂
と
は
ほ
ど
�
い
マ
ン
ダ
ラ
國
家
で
あ
っ
た
こ
と
︑
大
越
は
�
宗
の
登
場

に
よ
り
官
僚
制
國
家
へ
の
�
に
S
み
︑
そ
れ
以
�
の
兩
者
の
戰
い
に
お
い
て
は
︑
そ
の
結
末
は
�
者
に
よ
る
掠
奪
�
度
で
¤
わ
っ
て
い
た
の
に
對
し
て
︑

一
四
七
○
年
の
親
征
に
お
い
て
は
チ
ャ
ン
パ
を
解
體
し
︑
そ
の
北
[
分

(廣
南
地
方
)
を
十
三
番
目
の
直
i
領

(承
宣
)
と
し
た
こ
と
︑
そ
の
後
︑
中
部

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
H
た
る
8
は
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
破
壞
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
大
越
が
占
領
し
た
廣
南
地
方
の
ホ
イ
ア
ン
に
移
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
を
論
じ
て

い
る
︒

後
者
は
︑
現
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
生
ま
れ
た
小
政
體
で
あ
っ
た
大
越
の
擴
大
F
�
を
@
�
�
に
槪
觀
し
た
も
の
で
あ
る
︒
氏
は
H
著
﹇
桃
木

二
○
一
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一
﹈
で
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
︑
十
四
世
紀
の
繁
榮
が
人
口
壓
を
高
め
︑
反
亂
を
惹
b
し
た
の
と
同
じ
狀
況
が
�
宗
歿
後
の
黎
�
で
も
b
こ
り
︑
そ
の
解

決
の
た
め
︑
チ
ャ
ン
パ
が
À
體
a
し
て
し
ま
っ
た
南
方
へ
の
擴
大
が
加
�
し
た
こ
と
︑
た
だ
し
︑
沿
岸
航
路
や
陸
路
の
未
整
備
の
た
め
︑
結
局
擴
大
し
た

政
體
は
南
北
に
分
裂
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒

い
ず
れ
の
論
考
も
本
�
�
び
ô
に
て
�
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
︑
極
め
て
短
い
紹
介
に
¤
わ
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
︒
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THE AIMS OF KING LE THANH TONG : THE FOREIGN POLICY

OF DAI VIET (VIETNAM) IN THE FIFTEENTH CENTURY

YAO Takao

The first half of the period from 1450 to 1680, which was called “the Age of

Commerce” by Anthony Reid, corresponds to the first half of the Le era in Dai Viet

(Vietnam). In scholarship on Vietnamese history, the viewpoints of historians who

focus on the landmass or a single nation have been the mainstream, so the relations

between the outer maritime world in the East and Southeast Asia and the foreign

policy of the Le government, especially of the most prosperous reign of King Le

Thanh Tong, have yet to be fully analyzed.

In recent years, however, the number of studies from the viewpoint of mari-

time history, using the outcome of the research on ceramics trade and emphasizing

the importance of the existence of the Ming empire and the Ryukyu kingdom has

increased. This essay will employ the limited number of records in the Vietnamese

chronicles and laws as well as information from newly introduced inscriptions to

indicate the following points.

According to an analysis of the foreign trade policy in the first half of the Le era

and the aim of the military expansionist policy of King Thanh Tong, we see that the

Le government also took administrative control of foreign trade, issuing a “sea ban”

similar to the haijin policy of the Ming, though less rigorously enforced. The gov-

ernment, however, had to cooperate with illegal trade ships that resisted the Ming

ban to export new commodities like ceramics. Ryukyu kingdom, which played an

important role in the fifteenth century maritime world of Southeast Asia, did not

maintain an official trade relationship with Dai Viet because the kingdom had been

established as a new trade center with the aid of Ming empire and Dai Viet had

continued its dispute with the Ming from the time of its founding.

With respect to the military expansion policy of King Thanh Tong, we cannot

deny the possibility that he sharpened his consciousness of being a “Middle

Kingdom” and succeeded in exploiting commodities from small peripheral “vassal

states” in the tribute system for a short time. However, it is not possible to con-

clude whether his policy of military expansion was closely link to the foreign trade

policy because research on this point has been insufficient.
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