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イ
ン
ド
・
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
　
一
六
〇
六
－
一
七
〇
七
年

口禾

田

β有

子

【
要
約
】
　
そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
勢
力
が
進
出
す
る
ま
で
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
に
は
要
塞
も
市
警
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
｝
七
世

紀
初
頭
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
プ
リ
カ
ッ
ト
に
要
塞
を
築
い
た
こ
と
に
よ
り
、
本
格
的
な
要
塞
を
擁
す
る
港
町
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
約
一
〇
〇

年
掛
の
一
八
世
紀
初
頭
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
が
租
借
権
を
得
た
一
六
三
九
年
当
時
は
一
漁
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
マ
ド
ラ
ス
が
、
要
塞
と
軍
馬

を
併
せ
持
つ
港
町
と
し
て
台
頭
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
要
塞
や
幣
串
と
い
う
新
し
い
建
造
物
が
同
海
岸
の
港
町
に
造
ら
れ
よ
う
と
す
る
過
程
に

注
目
す
る
。
特
に
、
一
七
世
紀
後
半
、
防
備
強
化
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
市
壁
や
石
造
り
の
商
館
の
建
設
を
望
み
な
が
ら
も
、
既
存
の
港
町
の
秩
序
や
現
地

権
力
者
と
の
し
が
ら
み
に
阻
ま
れ
、
思
う
に
任
せ
な
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
事
例
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
期
に
い
ち
早
く
堅
固
な
防
備
施
設
の

獲
得
に
成
功
し
、
台
頭
へ
の
足
が
か
り
を
掴
ん
だ
マ
ド
ラ
ス
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
五
巻
一
号
　
二
〇
一
二
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
五
世
紀
末
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
の
イ
ン
ド
洋
進
出
が
、
そ
れ
ま
で
の
こ
の
海
域
に
お
け
る
「
平
和
な
海
洋
航
海
シ
ス
テ
ム
を
突
如
と
し
て

　
　
　
　
①

終
わ
ら
せ
た
」
と
す
る
見
方
は
現
在
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
導
入
し
た
航
海
許
可
証
（
O
餌
冨
蝉
N
）
の
シ
ス
テ
ム

が
、
交
易
路
上
の
要
衝
に
築
か
れ
た
要
塞
と
武
装
し
た
船
団
の
力
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
約
一
世
紀
遅
れ
て
ア
ジ
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ア
貿
易
に
参
入
し
た
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
に
と
っ
て
も
、
船
に
火
砲
な
ど
を
装
備
し
、
強
固
な
防
備
を
も
つ
拠
点
を
確
保

す
る
こ
と
は
、
当
初
よ
り
そ
の
活
動
の
重
要
な
…
部
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
（
『
ミ
§
暗
§

○
襲
ミ
ミ
讐
ぎ
O
象
愚
濃
ミ
偽
け
く
O
O
）
設
立
時
の
特
許
状
に
お
い
て
、
喜
望
峰
以
東
で
の
貿
易
に
関
す
る
独
占
権
に
加
え
て
、
戦
闘
行
為
や
要
塞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
建
設
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
実
際
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
等
は
イ
ン
ド
洋
沿
岸
各
地
に
い
く
つ
も
の
要
塞
を
築
い
た
が
、
今
も
残
る
そ
れ

ら
の
遺
構
の
中
に
は
、
分
厚
い
外
壁
、
銃
眼
、
衆
心
な
ど
を
備
え
た
堅
固
な
造
り
の
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
要
塞

を
築
い
た
当
時
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
各
国
の
東
イ
ン
ド
会
社
が
、
必
ず
し
も
そ
の
周
辺
を
広
く
領
土
支
配
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
イ
ン
ド
の
場
合
は
、
要
塞
の
建
設
地
や
そ
の
周
辺
地
域
を
政
治
的
に
支
配
す
る
王
や
領
主
も

い
れ
ば
、
そ
の
港
町
を
拠
点
と
す
る
海
上
お
よ
び
陸
上
の
交
易
活
動
な
ど
に
利
害
を
も
つ
商
人
た
ち
も
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
間
の
競
争
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
要
塞
の
よ
う
な
建
造
物
を
建
て
る
に
は
、
時
間
も
労
力
も
資
材
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
積
極

的
に
せ
よ
消
極
的
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
形
で
の
現
地
の
人
々
の
関
与
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
塞
が
建
設
さ
れ
た

経
緯
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
複
数
の
勢
力
の
間
の
力
関
係
や
駆
け
引
き
、
政
治
・
社
会
・
経
済
の
情
勢
変
化
な
ど
の
様
々
な
要

因
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
本
稿
で
は
、
い
ず
れ
も
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
要
塞
の
遺
構
を
持
つ
、
イ
ン
ド
東
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

部
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
三
つ
の
港
町
ー
プ
リ
カ
ッ
ト
、
マ
ド
ラ
ス
、
お
よ
び
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
ー
に
注
目
す
る
。
中
部
の
プ
リ
カ
ッ
ト

℃
窪
。
讐
と
北
部
の
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
ζ
p
の
¢
言
鋤
9
餌
ヨ
が
…
七
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
既
に
多
く
の
商
人
が
活
動
す
る
港
町
と
な
っ
て
い
た
の

に
対
し
て
、
マ
ド
ラ
ス
ζ
戦
費
p
ω
は
一
八
世
紀
以
降
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
全
域
を
代
表
す
る
港
町
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
港
町
に
つ

い
て
は
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
貿
易
活
動
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
ア
ジ
ア
進
出
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
際
に
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
、
イ
ン
ド
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

交
易
や
様
々
な
商
人
集
団
の
活
動
に
関
す
る
研
究
の
中
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
々
の
港
町
に
注
疑
し
た
研
究
も
進
め
ら
れ
て
き
た
。

111 （III）



特
に
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地
統
治
期
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
今
日
に
お
い
て
も
イ
ン
ド
共
和
国
有
数
の
大
都
市
で
あ
る
マ
ド
ラ
ス
（
現

在
の
チ
ェ
ン
ナ
イ
0
冨
三
巴
に
関
し
て
は
豊
富
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、
植
罠
地
時
代
と
そ
れ
に
直
結
す
る
一
八
世
紀
以
降
の
マ
ド

ラ
ス
に
関
し
て
は
膨
大
な
研
究
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
町
の
初
期
の
歴
史
に
重
心
を
置
い
た
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
と
く
に
、
一

七
世
紀
半
ば
か
ら
登
場
す
る
マ
ド
ラ
ス
と
い
う
港
町
を
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
や
南
イ
ン
ド
（
あ
る
い
は
よ
り
広
く
南
ア
ジ
ア
）
の
都
市
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
中
に
位
置
づ
け
、
周
辺
に
あ
っ
た
港
町
や
そ
の
他
の
都
市
と
の
比
較
や
連
関
の
視
角
か
ら
考
察
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
ん
、
マ
ド
ラ
ス
と
い
う
都
市
に
つ
い
て
通
史
的
に
扱
っ
た
研
究
の
中
に
は
、
こ
の
町
の
始
ま
り
に
つ
い
て
も
詳
述
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
～
都
市
の
発
展
史
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
が
来
る
ま
で
漁
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
マ
ド
ラ
ス
が
、
一
七
世
紀
後
半
に
急

速
な
成
長
を
遂
げ
、
近
隣
の
港
町
を
凌
ぐ
ほ
ど
に
拡
大
し
て
い
く
の
か
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
港
町
と
し
て
の
マ
ド
ラ
ス
の
発
展
は
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
周
辺
地
域
か
ら
多
く
の
移
住
者
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
も
あ
る
。
マ
ド
ラ
ス
が
多
く
の
職
人
や
商
人
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
を
ひ
き
つ
け
た
の
は
、
そ
の
頃
こ
の
地
域
一
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
戦
争
が
多
発
し
、
不
安
定
な
政
治
情
勢
に
あ
っ
た
中
で
、
要
塞
に
守
ら
れ
た
マ
ド
ラ
ス
が
比
較
的
安
全
だ
っ
た
た
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
当
時
、
マ
ド
ラ
ス
か
ら
わ
ず
か
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
プ
リ
カ
ッ
ト
に
も
オ
ラ
ン
ダ
が
建
て
た
要
塞
が
既
に

在
っ
た
。
し
か
も
漁
村
か
ら
出
発
し
た
ば
か
り
の
マ
ド
ラ
ス
に
対
し
、
プ
リ
カ
ッ
ト
は
一
五
世
紀
か
ら
主
要
な
港
町
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
各
地
の
出
身
の
ム
ス
リ
ム
や
テ
ル
グ
系
、
タ
ミ
ル
系
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
な
ど
の
商
人
た
ち
が
活
動
し
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
港
町
が
近
隣
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ド
ラ
ス
が
台
頭
し
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
、
本
稿
で
は
マ
ド
ラ
ス
と
プ
リ
カ
ッ
ト
、
さ
ら
に
よ
り
北
方
の
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
三
つ
の
港
町
を
同
時
に
取
り
上

げ
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
間
に
こ
れ
ら
の
港
町
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
と
く
に
、
オ
ラ
ン

ダ
や
イ
ギ
リ
ス
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
こ
の
地
方
の
港
町
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
建
造
物
で
あ
る
要
塞
や
筆
下
が
造

ら
れ
よ
う
と
す
る
過
程
に
注
目
し
、
各
港
町
に
関
わ
る
現
地
の
政
治
権
力
や
、
内
陸
後
背
地
を
含
む
周
辺
地
域
の
情
勢
の
変
化
と
の
関
係
で
、
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そ
れ
ら
の
建
造
物
が
ど
の
よ
う
に
造
ら
れ
る
か
（
あ
る
い
は
造
ら
れ
な
い
か
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
ら
の
考
察
を
通
し
て
、
マ
ド
ラ
ス
台

頭
の
背
景
に
つ
い
て
新
た
な
見
解
を
示
し
、
六
一
〇
〇
年
の
間
に
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
お
け
る
港
町
の
性
格
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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①
函
2
6
冨
蓉
げ
鼠
’
ぎ
§
§
賎
9
ミ
ぎ
職
ミ
こ
醤
§
§
ミ
§
9
§
ミ
善
N

　
両
S
、
ミ
ミ
尋
奪
ミ
遂
逼
ミ
嵩
咋
隷
範
勘
蹄
鴨
ミ
「
鋤
貯
ミ
ミ
N
胡
9
0
四
ヨ
び
二
α
ぼ
q
ρ
お
O
Q
9

　
や
①
ω
、

②
寄
磐
8
置
く
国
ぎ
蔓
ρ
9
ミ
§
ミ
鴨
N
ミ
O
。
匂
導
ミ
§
隔
竃
ミ
霜
咋
§
§
§
N

　
℃
ミ
ミ
寒
ミ
ミ
㌧
題
§
ミ
牒
噌
。
ミ
暁
鷺
竃
さ
ミ
ミ
鳴
ミ
餐
竃
同
軸
さ
織
ミ
貯
謡
駐
ミ
。
憩
M
㌣

　
嚇
“
琶
蝕
織
§
ミ
鳴
題
ミ
早
暁
き
⊆
n
α
Φ
δ
P
U
O
鴨
α
詰
。
げ
僧
①
ロ
〉
ヨ
釜
場
α
Φ
ヨ
．
一
刈
悼
軒

　
峯
卜
。
◎
鳥
㊦
巴
把
ロ
ロ
』
c
◎
①
－
ち
｝
．

③
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
と
は
、
語
源
的
に
は
「
チ
ョ
ー
ラ
朝
の
領
域
（
0
2
寧

　
筥
窪
q
巴
瓦
・
ヨ
ご
に
由
来
し
、
い
六
世
紀
に
は
、
概
ね
北
は
ア
ー
ン
ド
ラ
・
プ
ラ

　
デ
ー
シ
ュ
州
警
部
の
ω
三
霞
O
要
件
鉱
爵
か
ら
南
は
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
州
中
部
の

　
↓
7
豊
磐
自
9
ω
銭
簿
ω
の
辺
り
ま
で
を
指
し
た
ら
し
い
が
（
ω
．
角
く
霧
⑦
ω
冨

　
ω
8
0
ゴ
の
戸
↓
ぎ
O
O
＼
O
ミ
ミ
N
織
職
O
o
織
論
ミ
ミ
穿
話
馬
ミ
ミ
N
ミ
鼠
’
肉
8
詰
◎
ミ
8

　
の
8
賠
耐
§
ミ
℃
o
ミ
融
ミ
砂
砺
譜
ミ
ミ
b
N
鱗
O
O
－
N
ミ
S
．
O
巴
9
6
Φ
メ
U
や
邸
A
l
謡
）
、

　
本
稿
で
は
、
一
七
世
紀
の
V
O
C
に
し
た
が
っ
て
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
範
囲

　
を
ほ
ぼ
現
在
の
ア
ー
ン
ド
ラ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
と
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
州
の
領

　
域
の
海
岸
部
と
見
な
す
こ
と
と
す
る
。

④
　
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
H
（
．
乞
．
0
7
窪
警
ξ
押
§
ミ

　
両
三
型
跨
隷
両
男
神
》
ミ
龍
O
o
遣
N
野
ミ
蝿
％
肺
ぎ
切
ミ
昌
ミ
”
ミ
馬
団
織
、
督
冒
帖
ミ
ー
⑦
言
簿

　
O
o
ミ
腎
ミ
§
N
亀
◎
山
砦
9
ピ
。
冨
山
。
戸
6
①
黛
削
Φ
ヨ
、
§
鴨
ぎ
ミ
M
お
§
、
ミ
黛

　
』
防
貯
ミ
ミ
ミ
鳴
肉
鳶
三
宅
、
N
肉
織
笥
奪
ミ
窺
O
o
ミ
》
§
§
N
§
I
N
§
O
鋤
旨
ぴ
臨
住
ひ
q
ρ

　
H
零
Q
。
な
ど
が
あ
り
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
、
ψ

　
〉
「
器
貧
鋤
言
四
ヨ
嚇
さ
、
ミ
ミ
鴨
O
O
ミ
ミ
ミ
融
ミ
ミ
肉
｝
嘩
勘
罫
㌔
O
ミ
ミ
、
⑦
O
ミ
き
§
無

　
詮
魁
骨
N
胡
O
l
N
Q
。
偽
9
乏
①
≦
O
皿
げ
㌍
お
㊤
O
が
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
、

　
Ω
ω
O
村
ゆ
Q
Φ
U
．
扇
ぎ
ご
ω
p
ρ
鄭
α
ζ
■
℃
．
ζ
．
＜
ぎ
貫
『
隷
恥
さ
§
曽
§
N
肺
－
き
達
ご
、

　
℃
鳥
ら
ミ
馬
叙
㌔
↓
隷
鴨
く
O
O
へ
円
㌔
ミ
b
ミ
6
隷
肉
織
緯
辱
N
ミ
霜
O
O
ミ
旨
ミ
巳
ミ
ミ
帖
冴

　
G
詠
§
勇
健
領
℃
o
ミ
帯
ミ
両
q
o
ミ
ミ
ヒ
§
簿
ミ
黛
U
皿
匡
炉
岡
引
な
ど
が
あ
り
、
コ
ロ

　
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
詳
し
い
も
の
と
し
て
8
巷
き
即
選
昏
p
ρ
民
ぎ
昌
鳶
、
馬

　
O
o
遷
慰
ミ
蔓
§
O
ミ
。
ミ
§
ミ
象
』
軌
O
娩
∴
融
9
．
ω
－
の
轟
〈
窪
冨
ひ
q
ρ
お
①
b
◎
が
あ
る
。

　
ま
た
こ
れ
ら
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
圏
の
ア
ジ
ア
進
出
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、

　
○
韓
℃
轟
片
二
丁
三
軸
ミ
魯
鴨
§
胸
G
◎
ミ
ミ
ミ
9
ミ
肉
謡
鷺
愚
蔑
的
鳴
§
℃
越
－
O
ミ
ミ
駄
ミ

　
冒
ミ
9
9
ヨ
評
δ
ぼ
q
¢
｝
⑩
¢
。
σ
な
ど
多
数
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸

　
に
注
目
し
た
研
究
に
は
、
例
え
ば
。
リ
ヨ
扇
薯
聾
》
食
養
贔
9
山
葺
さ
§
、
§
軸
黄

　
G
O
ミ
廿
§
執
暗
動
ミ
ミ
G
O
ミ
鳩
討
ミ
融
ミ
～
、
㌔
ミ
O
O
こ
ミ
織
｝
ミ
災
ら
O
禽
㌧
N
真
偽
l
N
漣
9

　
U
Φ
蒙
」
⑩
。
。
①
が
あ
る
。

⑤
個
々
の
港
町
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
、
プ
リ
カ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

　
ζ
．
〉
村
O
惹
自
ρ
ω
≦
碧
P
．
、
℃
巳
8
簿
戸
け
げ
Φ
∪
¢
零
げ
↓
O
≦
ゆ
O
h
け
ず
①
ω
Φ
＜
Φ
コ
樽
Φ
①
コ
肯
ぴ

　
O
①
9
＝
「
《
．
．
噛
冒
N
へ
§
ミ
黛
奪
ミ
ミ
、
亀
詠
、
込
倭
噛
く
O
戸
臼
噂
6
0
ω
¶
ロ
ロ
．
↓
刈
㎝
る
。
σ
H
一

　
〇
り
p
。
三
田
《
G
o
直
σ
冨
ず
ヨ
鋤
p
団
簿
ヨ
．
．
．
↓
ぴ
Φ
．
℃
巳
陶
O
碧
国
ロ
8
同
℃
臨
ω
Φ
．
u
ピ
窪
ω
O
－
U
昌
。
げ

　
O
O
鑑
陶
。
甑
コ
Q
o
O
儒
門
扉
器
8
蝉
吟
ぎ
＆
ρ
6
δ
山
①
画
O
．
．
暫
し
リ
ミ
“
ミ
』
敦
斜
＜
O
一
霜
」
㊤
○
◎
①

　
な
ど
が
、
マ
ス
ー
2
バ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
ω
冨
ゴ

　
重
圏
コ
N
¢
同
》
冨
ヨ
、
．
．
竃
鋤
ω
三
督
餌
貸
出
一
〉
竃
Φ
窪
O
唱
O
一
門
四
コ
勺
O
冨
ぎ
曄
①

　
ω
①
く
Φ
饒
Φ
O
簿
ぽ
O
Φ
p
ε
圏
《
．
．
¶
勘
貯
ミ
思
◎
ミ
咋
N
ミ
漉
く
。
門
ω
q
Q
．
H
Φ
帆
Φ
一
ω
簿
雛
冨
《

　
ω
q
げ
H
鋤
げ
営
帥
霞
《
帥
ヨ
．
、
．
↓
げ
㊦
℃
O
詳
鶉
鐙
ロ
Φ
q
。
の
カ
Φ
ω
℃
O
嵩
ω
Φ
8
夢
①
カ
6
①
O
｛

　
竃
霧
巳
ぢ
簿
臼
鋤
堕
落
団
O
山
①
O
O
．
．
魍
↓
隷
驚
O
誌
ミ
G
勘
ミ
鴨
、
〈
9
Q
Q
「
6
0
Q
①
一
箆
①
ヨ
魍
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、
．
ζ
餌
ω
巳
一
唱
簿
づ
国
筥
図
Φ
〈
阿
ω
評
Φ
鳥
、
H
α
q
？
H
刈
㎝
O
…
〉
ω
¢
「
＜
Φ
＜
四
訂
島
ω
O
筥
①

　
9
Φ
。
⊆
醇
ご
器
．
．
、
貯
偽
鳥
紺
ミ
§
ミ
決
貯
㌔
㌔
ミ
琳
Ω
翫
題
庶
』
隔
鷹
飼
ミ
鴨
N
曳
．

　
鳴
亀
9
ミ
ミ
蛍
縛
磐
搾
じ
d
「
8
N
①
（
0
9
）
’
い
。
巳
8
」
器
ご
ω
ぎ
轟
薯
聾

　
〉
轟
ω
錠
鋤
9
9
ヨ
蝉
欝
傷
〉
臨
≡
α
α
甑
国
菊
鎚
”
さ
動
ミ
営
ミ
鳩
ミ
ミ
ミ
鴨
職
G
桑
ミ
“
遷
一
毎

　
越
蔑
。
越
駄
↓
ミ
。
㌔
ミ
腎
↓
O
N
ミ
跳
N
簡
O
O
I
」
○
O
O
P
ぼ
Φ
芝
O
Φ
閂
三
”
同
O
㊤
餅

⑥
同
様
の
傾
向
は
ボ
ン
ベ
イ
や
カ
ル
カ
ッ
タ
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　
＞
O
鋤
簑
価
じ
d
巴
国
。
『
鎚
創
補
5
、
、
．
O
h
O
O
6
0
尾
口
O
冨
き
α
O
口
ω
海
砂
Φ
妙
伽
。
。
ヒ
同
σ
き
幻
乱
Φ

　
ぎ
O
o
ヨ
筍
鋤
嵩
曳
窯
簿
鉱
麸
ρ
δ
直
O
函
圃
卜
σ
O
．
．
、
＼
馬
袋
＼
篭
ミ
ミ
コ
G
ミ
笥
ミ
ミ
“
晦
ミ
§
ミ

　
O
ミ
。
ミ
ミ
熱
冒
。
遂
．
く
〇
四
〇
噂
8
0
0
0
．
怖
口
．
一
．

⑦
例
え
ば
、
霞
Φ
嵩
蔓
U
碧
ぎ
霞
い
。
く
P
藩
象
欝
偽
者
O
ミ
さ
蹴
ミ
吻
N
ミ
石
山
％
ミ
’

轟
く
。
〆
．
門
。
口
α
o
P
｝
津
野
ζ
．
》
二
三
閃
。
住
α
質
ぎ
魯
ミ
ミ
O
ミ
㌔
ミ
ミ
、
亀
駄
導
恥

肉
ミ
曳
蹄
隷
多
多
咋
§
ミ
葛
O
o
、
㌔
愚
ミ
蔓
§
ミ
ミ
職
憲
織
ミ
葺
Q
Q
〈
9
ω
；
〉
琴
び
艶
ρ

　
卜
。
O
O
①
な
ど
。

⑧
9
翌
愚
民
甲
竈
鴨
↓
ミ
ミ
置
き
飛
ミ
嚇
暑
．
謹
占
卜
。
一
揃
舞
器
罫
肉
ミ
愚
§
～

　
G
o
ミ
ミ
ミ
職
ミ
肉
ミ
鳴
鳶
、
蹄
魯
P
窓
Q
O
．
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都
市
の
類
型
と
港
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
爾
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
チ
ョ
ー
ラ
虫
下
の
概
ね
九
世
紀
半
ば
か
ら
＝
二
世
紀
後
半
の
間
に
、
都
市
化
が
進
ん
だ
と
す
る
議
論
が
あ
る
。
そ

の
後
の
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
時
代
に
は
、
各
地
の
ナ
ー
ヤ
カ
が
そ
の
領
内
に
お
け
る
商
業
の
拡
大
を
目
論
ん
で
交
易
や
手
工
業
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
様
々
な
振
興
策
を
取
り
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
と
そ
の
後
背
地
の
諸
都
市
間
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
本
章
で
は
、

ま
ず
＝
ハ
世
紀
以
前
の
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
都
市
の
類
型
に
つ
い
て
先
行
研
究
に
し
た
が
っ
て
概
観
し
、
内
陸
諸
都
市
を
含
む
様
々
な
形
態
の

都
市
と
比
較
し
て
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

南
イ
ン
ド
に
お
け
る
都
市
の
類
型

　
都
市
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
市
の
機
能
や
発
展
の
主
要
因
、
立
地
や
構
造
の
特
色
な
ど
、
様
々
な
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

南
イ
ン
ド
に
関
し
て
は
、
同
時
代
の
文
献
史
料
に
基
づ
い
て
チ
ョ
ー
ラ
毒
手
の
都
市
の
類
型
を
、
ω
交
易
の
中
心
地
、
ω
王
都
、
個
行
政
都
市
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ω
宗
教
の
中
心
地
、
㈲
教
育
の
中
心
地
の
五
つ
に
分
類
し
た
↓
『
爵
蓬
の
研
究
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
は
、
例
え

ば
王
都
で
あ
る
と
同
時
に
交
易
の
中
心
地
で
あ
っ
た
り
、
宗
教
の
中
心
地
で
あ
る
と
同
時
に
交
易
お
よ
び
教
育
の
中
心
地
で
あ
る
な
ど
、
複
数



要塞、市壁、「石の商館」（和田）

の
機
能
を
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
都
市
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
新
た
な
機
能
が
加
わ
り
、
そ
の
性
質
が
次
第
に
変
わ
っ
て
い
く

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
一
方
、
し
u
霞
8
謬
Q
。
什
Φ
鑓
は
、
主
と
し
て
ヴ
イ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
時
代
を
想
定
し
て
で
あ
る
が
、
南
イ
ン
ド

の
各
都
市
が
異
な
っ
た
性
質
を
持
つ
の
は
、
ω
寺
院
、
②
行
政
機
能
（
と
き
に
軍
事
機
能
を
含
む
）
、
㈹
市
場
と
手
工
業
生
産
の
三
つ
の
要
素
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

様
々
に
交
じ
り
合
っ
た
結
果
で
あ
る
と
見
る
。

　
都
市
の
構
造
か
ら
見
た
類
型
と
し
て
は
、
冨
冨
ω
Φ
①
冨
ω
8
冨
①
p
が
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
の
内
陸
諸
都
市
に
つ
い
て
、
「
開
い
た
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

（
O
b
①
］
P
　
け
O
＜
㍉
踵
ω
）
」
と
「
要
塞
都
市
（
h
。
目
鉱
⇔
Φ
α
8
翌
週
8
塞
8
箋
⇔
ω
）
」
に
大
別
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
開
い
た
都
市
」
の
例
と
し
て
は
、
複

数
の
寺
院
都
市
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
タ
ン
ジ
ャ
ー
ヴ
ー
ル
日
げ
m
5
す
く
霞
と
テ
ィ
ル
パ
テ
ィ
出
歯
冨
賦
の
都
市
プ
ラ
ン
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
都
市
は
い
ず
れ
も
寺
院
を
中
心
と
す
る
地
区
と
、
そ
の
四
方
に
放
射
線
状
に
広
が
る
碁
盤
目
状
の
街
区

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
寺
院
地
区
に
は
僧
侶
と
支
配
者
層
が
住
む
の
に
対
し
て
、
街
区
は
商
人
な
ど
そ
の
他
の
人
々
の
活
動
の
場
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
周
辺
に
は
郊
外
地
区
が
広
が
っ
て
い
た
。
都
市
は
寺
院
を
中
心
に
拡
大
し
た
が
、
寺
院
と
そ
の
周
辺
の
商
業
な
ど
を
行
う
街
区
と

の
間
に
は
明
確
な
区
別
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
例
え
ば
テ
ィ
ル
パ
テ
ィ
の
郊
外
に
チ
ェ
ッ
テ
ィ
。
『
①
盛
商
人
た
ち
の
集
落
が
あ
っ
た
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
石
帯
は
、
寺
院
を
中
心
に
商
業
な
ど
他
の
機
能
が
加
わ
る
に
つ
れ
周
辺
地
域
に
拡
大
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
れ
に
対
し
て
「
要
塞
都
市
」
と
し
て
ω
8
9
Φ
β
が
考
え
る
の
は
、
支
配
者
の
建
て
た
要
塞
を
中
心
に
発
展
し
た
都
市
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ジ

ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
時
代
、
主
に
北
に
隣
接
す
る
テ
ル
グ
地
方
か
ら
タ
ミ
ル
地
方
に
戦
士
階
層
の
人
々
が
多
数
流
入
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
移
住
者
の
中
か
ら
、
王
に
よ
っ
て
地
方
の
統
治
を
任
さ
れ
る
ナ
ー
ヤ
カ
（
工
法
鋳
鋤
）
と
し
て
台
頭
し
た
人
々
は
、
土
着
の

権
力
基
盤
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
、
軍
事
力
を
備
え
た
要
塞
を
統
治
の
要
と
し
て
建
設
し
た
。
各
地
に
造
ら
れ
た
要
塞
は
、
基
本
的
に
は
政
治

的
・
軍
事
的
拠
点
と
し
て
の
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
の
周
辺
に
商
人
や
職
人
が
集
ま
り
、
各
ナ
ー
ヤ
カ
に
よ
る
免
税
措

置
や
職
人
へ
の
特
権
付
与
な
ど
の
政
策
の
影
響
も
あ
っ
て
、
商
業
や
手
工
業
の
盛
ん
な
都
市
へ
と
成
長
す
る
も
の
が
現
れ
た
と
い
う
。
王
都
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

イ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
は
、
幾
重
も
の
城
壁
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
こ
の
時
代
の
代
表
的
な
「
要
塞
都
市
」
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ル
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＜
亀
。
お
、
ジ
ン
ジ
ー
O
ぎ
ゆ
q
①
Φ
（
の
①
暑
）
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ギ
リ
○
『
磐
α
轟
α
q
三
な
ど
、
戦
略
的
な
要
地
に
建
て
ら
れ
た
要
塞
を
中
心
に
、
当
時
、

経
済
的
に
も
重
要
な
都
市
に
発
展
し
た
町
は
多
い
。
ま
た
、
マ
ド
ゥ
ラ
イ
竃
Q
高
邑
の
よ
う
に
、
以
前
か
ら
宗
教
的
に
重
要
な
都
市
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
と
こ
ろ
が
、
＝
ハ
盤
紀
に
は
ナ
ー
ヤ
カ
に
よ
る
統
治
の
中
心
地
と
し
て
防
衛
強
化
さ
れ
、
要
塞
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
例
も
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
以
前
の
南
イ
ン
ド
で
は
、
統
治
の
拠
点
や
、
交
易
の
中
心
地
、
多
く
の
巡
礼
者
を
集
め
る
大
寺
院
な
ど
、
様
々

な
機
能
を
核
と
し
て
人
々
が
集
住
す
る
都
市
が
存
在
し
て
い
た
。
で
は
、
港
町
は
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
一
角
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

↓
び
跨
貫
は
、
内
陸
の
都
市
と
港
町
を
特
に
区
別
し
て
論
じ
て
は
お
ら
ず
、
交
易
の
中
心
地
と
し
て
の
都
市
の
中
に
港
町
を
含
め
て
考
え
て
い

る
。
一
方
、
ω
8
5
の
議
論
は
内
陸
諸
都
市
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
港
町
は
考
察
の
対
象
に
含
め
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
て
ω
8
9
Φ
⇒
は
、
そ
も
そ
も
内
陸
諸
都
市
と
港
町
と
を
分
け
て
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
性
質
を
持
つ
も
の
と
見

な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
六
世
紀
か
ら
　
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
お
け
る
重
要
な
港
町
の
繁
栄
の
主

要
因
は
、
交
易
の
発
展
で
あ
り
、
寺
院
や
要
塞
で
は
な
か
っ
た
。
勿
論
、
港
町
に
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
は
存
在
し
た
だ
ろ
う
が
、
次
に
述
べ
る

よ
う
に
、
港
町
の
人
里
構
成
は
概
し
て
内
陸
諸
都
市
よ
り
も
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
寺
院
の
求
心
力
は
内
陸
諸
都
市
ほ
ど
強
力
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の
海
岸
に
要
塞
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
頃
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

港
町
で
ナ
ー
ヤ
カ
な
ど
現
地
の
権
力
者
が
要
塞
を
築
い
た
事
例
は
、
管
見
の
降
り
で
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
で
は
、
当
時
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海

岸
の
港
町
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
地
域
の
港
町
の
立
地
条
件
や
類
型
、
繁
栄
の
背
景
に
つ
い
て
取
り
上
げ

る
こ
と
と
す
る
。
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コ
凝
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町

　
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
は
、
海
岸
線
が
単
調
で
大
き
な
入
り
江
や
湾
な
ど
が
な
く
、
一
般
に
良
港
の
条
件
と
さ
れ
る
地
形
に
恵
ま
れ
て
い
な
い

と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
厳
し
い
地
理
的
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
来
こ
の
沿
岸
で
は
多
く
の
船
が
行
き
交
い
、
盛
ん
な
交
易
が
行
わ
れ
て



要塞、市壁、「石の商館」（和田）

　
⑳い

た
。
抜
き
ん
出
て
好
条
件
の
港
が
存
在
し
な
か
っ
た
一
方
で
、
そ
の
長
い
海
岸
に
流
れ
込
む
多
数
の
川
の
河
口
付
近
を
中
心
に
、
多
く
の
比

較
的
小
さ
な
港
が
点
在
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
港
は
、
暴
風
雨
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
り
、
沈
泥
に
よ
り
港
と
し
て
の
機
能
が
十
分
に

果
た
せ
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
使
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
、
港
町
の
栄
枯
盛
衰
が
何
度
も
見
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
曽
①
9
窪
に
よ
る
と
、
タ
ミ
ル
語
の
古
典
文
献
で
は
、
沿
岸
の
町
を
冒
と
冨
匠
爵
B
の
二
つ
に
大
別
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
分
類
で
は
、

若
干
内
陸
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
前
者
が
農
民
や
職
人
が
住
む
沿
岸
の
町
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
海
岸
に
程
近
く
位
置
し
商
人

の
居
留
地
と
な
る
と
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
概
ね
母
に
留
ま
り
、
商
業
や
交
易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
大
き
な
町
に
発
展
す
る
の
は
、

ム
ス
リ
ム
の
多
く
住
む
U
葺
樹
鋤
8
の
方
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
上
は
、
沿
岸
の
村
が
新
た
な
海
上
交
易
の
中
心
地
と
し
て
発
展
す
る
に
つ
れ
、

O
割
信
鴬
語
の
語
尾
を
持
つ
名
称
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
語
尾
の
前
に
は
そ
の
港
町
の

建
設
や
発
展
に
寄
与
し
た
人
物
の
名
が
冠
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
プ
リ
カ
ッ
ト
は
、
ヴ
イ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
デ
ー
ヴ
ァ
ラ
ー
や

U
Φ
〈
鍵
磐
鋤
二
世
の
時
代
（
一
四
二
ニ
ー
四
六
）
に
こ
の
地
方
を
治
め
た
ア
！
ナ
ン
ダ
ラ
ー
ヤ
〉
轟
今
回
感
冒
と
い
ヶ
人
物
の
下
で
発
展
し
、
彼

の
名
前
に
ち
な
ん
で
〉
ゆ
磐
留
翌
翌
暮
讐
鉱
墨
ヨ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
こ
の
地
方
に
や
っ
て
来
た
頃
に
は
、
コ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

マ
ン
デ
ル
海
岸
有
数
の
港
町
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
は
こ
の
町
を
当
時
の
タ
ミ
ル
語
名
℃
巴
Q
＜
曾
惹
留

か
ら
、
勺
呂
留
ρ
¢
讐
Φ
、
あ
る
い
は
勺
巴
Φ
碧
p
。
8
と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
呼
称
が
一
七
世
紀
以
降
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
呼
び
名
で
あ
る
勺
巴
Φ
9
0
簿
富

や
英
語
の
℃
自
。
讐
の
も
と
に
な
っ
た
。

　
世
界
各
地
の
港
町
と
岡
様
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
お
い
て
も
、
交
易
活
動
が
港
町
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
概
し
て
こ
こ
に
は
地
理
的
条
件
に
お
い
て
突
出
し
た
良
港
は
な
か
っ
た
の
で
、
港
に
お
け
る
交
易
活
動
は
、
自
然
条
件

の
変
化
、
内
陸
後
背
地
の
情
勢
、
海
上
交
易
ル
ー
ト
の
盛
衰
な
ど
の
様
々
な
要
因
に
よ
る
影
響
を
受
け
易
か
っ
た
。
ま
た
、
た
と
え
あ
る
時
期

に
繁
栄
を
謳
歌
し
た
港
町
で
も
、
近
隣
の
港
と
の
競
争
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
港
は
、
周
辺
地
域
の
権
力
者
が
い
わ
ば

挺
入
れ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
港
町
と
し
て
発
展
し
得
た
が
、
反
面
、
権
力
の
交
代
が
容
易
に
港
町
の
盛
衰
に
結
び
つ
く
可
能
性
も
あ
っ
た
。
上
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述
の
プ
リ
カ
ッ
ト
は
、
発
展
の
き
っ
か
け
が
政
治
権
力
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
港
町
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
王
都
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
と
の
結

び
つ
き
で
繁
栄
し
た
が
、
一
六
世
紀
後
半
の
ヴ
イ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
衰
退
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
、
さ
ら
に
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
沿
岸
各
地
に

住
み
着
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
交
易
活
動
の
拡
大
の
影
響
も
あ
っ
て
、
同
世
紀
末
ま
で
に
は
以
前
の
活
況
を
失
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、

マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
場
合
は
、
内
陸
後
背
地
を
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
O
o
涛
。
壼
鋤
王
国
（
一
五
一
八
一
一
六
八
七
）
が
安
定
的
に
支
配
す
る
よ
う
に
な

っ
た
＝
ハ
世
紀
呈
露
か
ら
発
展
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
港
町
は
、
一
七
世
紀
に
は
都
ハ
イ
ダ
ラ
ー
バ
ー
ド
団
蝕
聖
慮
び
9
・
創
と
内
陸
交
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

路
で
結
ば
れ
る
一
方
で
、
海
上
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
勢
力
圏
外
の
諸
港
を
結
ぶ
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
と
し
て
繁
栄
し
た
。

　
イ
ン
ド
に
お
け
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
勢
力
の
重
心
が
ゴ
ア
O
o
鋤
を
中
心
に
西
海
岸
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
で
は
、
一
六
世
紀
の
問
に
次
第
に
プ
リ
カ
ッ
ト
や
そ
の
す
ぐ
南
の
サ
ン
ト
メ
ω
一
日
げ
。
ヨ
Φ
、
南
方
の
ナ
ー
ガ
パ
ッ

テ
イ
ナ
ム
乞
蝉
α
q
巷
跨
汁
ヨ
鋤
ヨ
な
ど
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
で
き
る
が
、
概
し
て
彼
ら
の
活
動
は
西
海
岸
を
中
心
と
す
る
王
室
貿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

易
か
ら
の
独
立
性
が
高
く
、
土
着
化
の
進
む
傾
向
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
組
織
的
に
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
で
の
貿
易
活
動
に
参
入
し
た
の
が
、
一
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
相
次
い
で
や
っ
て
き

た
オ
ラ
ン
ダ
の
V
O
C
と
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
（
馬
引
O
o
け
　
H
】
P
一
一
餌
　
O
O
b
P
O
舘
P
く
一
　
目
貼
∩
W
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
彼
ら
の
活
動
は
、
上
述
の
よ

う
な
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
諸
港
の
状
況
に
何
ら
か
の
変
化
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
r
第
二
章
で
は
、
こ
の
二
社
の
う
ち
先
に
こ
の
地
方
で
の
活
動

を
開
始
し
た
V
O
C
に
注
目
し
、
そ
の
商
館
の
あ
り
方
と
、
そ
れ
ら
が
既
存
の
港
町
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

①
即
0
冨
ヨ
9
冨
巨
ハ
ω
『
巨
．
、
、
年
σ
豊
N
巴
8
ぎ
憲
憲
Φ
爵
一
掴
ヨ
躍
羅
脅
．
．
”

　
鮪
㌧
ミ
ミ
隠
お
魯
ミ
§
恒
奪
認
。
還
尋
、
⑦
ミ
盲
域
黛
ミ
Q
息
騎
、
”
o
り
9
じ
ご
ぴ
碧
3
0
ロ
霞
く
9
。
酷
5
血

　
即
8
7
鋤
ロ
母
（
①
血
ω
．
）
噂
乞
Φ
≦
U
Φ
ぎ
一
、
一
㊤
○
◎
①
一
ヵ
．
0
7
p
。
ヨ
O
p
。
正
紺
曽
訂
『
5
炉
↓
ミ
§
埴

　
ミ
俺
ミ
§
ミ
ミ
＄
ミ
ミ
N
ミ
ご
M
N
、
⑦
o
ミ
き
b
ミ
賠
b
暫
9
顯
◎
◎
1
冨
b
』
免
0
9
窯
①
≦

　
O
Φ
ぎ
㌍
お
㊤
①
一
沁
Φ
郎
鐸
↓
ぽ
鯨
砂
蟹
ざ
．
、
q
戦
σ
雲
麟
δ
「
鍵
O
臨
Φ
ω
、
↓
《
O
O
一
〇
臓
Φ
の
曽
冨
α

Ω
霧
ω
蕊
。
餌
鳳
0
5
ぎ
国
単
帯
窯
Φ
＆
①
く
瞑
ぎ
α
冨
”
ρ
刈
㎝
O
山
N
O
O
．
．
．
ミ
貯
謡
奪
冒
◎
礎
噂

く
。
ド
b
。
一
■
一
㊤
O
倉
一
方
、
し
u
蓬
8
コ
ω
け
①
ヨ
は
、
「
都
市
化
は
お
そ
ら
く
～
三
世
紀
か

ら
一
八
世
紀
ま
で
の
期
聞
の
最
も
重
要
な
歴
史
的
過
程
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
述
べ
、

よ
り
後
の
時
代
に
都
市
化
が
進
ん
だ
と
見
て
い
る
。
↓
ぎ
9
ミ
町
㌧
爵
鳴

肉
8
鳶
ミ
ミ
。
ミ
吻
む
麸
ミ
㍗
寄
～
織
貯
㌧
§
ミ
ミ
恥
㌧
㍉
9
』
吋
O
Q
I
o
・
N
瞬
9
6
鋤
窯
5

118 （118）



要塞、市壁、「石の商館」（和田）

　
園
ミ
9
毬
山
『
¢
旨
き
偏
同
鼠
き
寓
餌
σ
皆
（
Φ
α
ω
．
）
¶
O
p
⊃
B
ぴ
甑
◎
鵯
」
¢
Q
。
b
。
．
P
蒔
認
．

②
ω
g
9
①
戸
§
Q
O
ミ
。
ミ
§
織
肉
』
O
ミ
舞
忘
9
8
占
8
一
謡
扇
舞
屏
巴
p
。
筈
蝉

　
ζ
鐸
片
¢
滋
．
↓
ぎ
↓
ミ
ミ
ミ
晦
ぎ
ミ
翫
駄
ミ
鴨
建
ミ
職
さ
、
忠
§
タ
肉
§
N
ミ
§
N
黛

　
さ
§
ぎ
ミ
O
§
暁
ミ
駐
ミ
疑
執
、
ぎ
G
ミ
。
ミ
§
ミ
ト
国
冨
山
轟
げ
巴
．
6
㊤
9
℃
O
．

　
瞳
ム
①
．

③
日
冨
π
霞
は
、
こ
の
分
類
を
「
都
市
的
中
心
地
（
戴
同
σ
讐
P
　
O
①
コ
θ
『
Φ
ω
）
」
に
つ
い

　
て
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
各
々
の
類
型
に
関
す
る
説
明
か
ら
、
こ
れ

　
ら
を
本
稿
に
お
い
て
は
門
都
市
」
の
類
型
と
見
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
考
え

　
ら
れ
る
。
↓
冨
鋳
自
噂
、
．
d
「
σ
磐
霞
興
段
〇
三
Φ
ω
．
．
レ
O
潔
、
℃
P
①
ω
為
9

④
§
鴨
9
ミ
守
自
書
肉
§
§
ミ
q
募
な
蔓
立
b
ミ
貯
も
℃
．
月
給
ム
鰹
．

⑤
英
語
の
8
≦
う
や
ロ
シ
ア
語
の
m
q
。
8
α
が
本
来
「
壁
で
囲
ま
れ
た
場
所
」
だ
け

　
を
指
し
た
の
に
対
し
て
、
も
し
そ
こ
が
そ
の
他
の
都
市
的
な
特
徴
を
備
え
て
い
る

　
の
で
あ
れ
ば
、
「
8
「
け
6
0
魯
。
コ
を
持
た
な
い
こ
と
扁
は
、
必
ず
し
も
そ
こ
が
都
市

　
（
け
。
≦
口
）
で
は
な
い
と
見
な
す
条
件
に
は
な
ら
な
い
と
ω
8
0
『
Φ
鵠
は
雷
う
。

　
ω
汁
8
匿
戸
竈
鳴
G
ミ
。
ミ
§
同
職
O
ミ
舞
℃
」
O
ρ

⑥
ω
8
9
①
戸
§
鴨
O
ミ
§
§
ミ
恥
N
9
襲
も
ロ
．
5
心
山
O
刈
■

⑦
小
倉
泰
「
中
世
都
市
ヴ
イ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
ー
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
王
都
の
レ
イ
ア
ウ

　
ト
と
そ
の
解
釈
i
」
『
東
洋
文
化
』
刈
P
一
Φ
Φ
b
。
。

⑧
ω
話
磐
納
い
象
雪
9
壽
｝
臨
．
．
．
9
雪
ゆ
q
幽
謎
閃
。
旨
ゆ
巳
寄
口
＆
8
ぎ
け
冨

　
O
興
①
ヨ
。
瓢
巨
黛
。
鄭
同
慶
㊦
O
o
δ
5
一
自
。
一
転
。
隣
Ω
蔓
ぎ
ぎ
田
口
昌
〉
冨
霞
。
D
8
甑
。
鋤
一

　
〉
器
ぼ
。
ウ
δ
o
囲
ζ
巴
霞
目
磐
儒
ζ
巴
鑓
ω
．
．
．
さ
魯
ミ
》
無
§
い
ミ
ミ
題
旧
＝
．
お
謡
■

　
ロ
P
6
0
山
O
｝
．

⑨
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
献
で
は
要
塞
は
α
巽
ゆ
q
蝉
と
呼
ば
れ
、
門
山
城
（
ぴ
Q
三
－

　
α
霞
α
q
帥
）
」
、
門
森
に
囲
ま
れ
た
要
塞
（
＜
碧
鋤
－
含
蹟
鋤
と
な
ど
七
種
類
に
大
別
さ
れ

　
る
と
い
う
。
そ
の
う
ち
、
門
出
に
囲
ま
れ
た
城
（
冨
幣
ロ
霞
o
q
動
）
」
の
一
形
態
と
し

　
て
、
周
囲
を
コ
方
ま
た
は
全
て
が
海
に
面
し
た
海
岸
の
」
要
塞
が
あ
る
と
さ
れ

　
る
（
℃
■
＜
．
智
α
q
四
七
ω
P
＞
遷
簿
罫
．
．
O
O
口
ω
q
⊆
O
菖
O
口
O
｛
閃
O
簿
ρ
、
．
霊
園
・
鳴
O
N
ミ
ミ
ミ
曙

　
冒
ミ
蓉
N
駄
ミ
鴨
さ
導
勘
的
。
垂
範
蛍
匿
レ
㊤
b
。
b
。
．
℃
P
Q
。
①
？
ω
①
Q
。
）
。
ま
た
、
～
六
世

　
紀
以
降
ポ
ル
ト
ガ
ル
勢
力
が
要
塞
を
築
い
た
例
は
複
数
見
ら
れ
る
。

⑳
前
一
世
紀
に
ロ
ー
マ
の
商
人
の
交
易
活
動
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
港
と
し
て
、
現

　
在
の
℃
O
質
象
∩
7
Φ
百
重
近
く
の
》
臨
警
士
①
α
‘
や
O
¢
縣
山
鉱
O
同
Φ
近
く
の
紫
震
蝕
惹
α
ロ

　
な
ど
が
あ
っ
た
（
ω
8
ロ
7
Φ
鐸
円
ぎ
G
o
こ
ミ
§
ミ
災
O
暑
舞
や
一
ω
）
。

⑪
ω
8
9
Φ
登
↓
ぎ
O
ミ
§
§
誉
N
G
ミ
受
認
．
δ
N

⑫
ω
叶
Φ
9
鐸
§
笥
O
ミ
§
§
日
毎
9
遷
も
u
」
8
∴
｝
ρ

⑬
ω
畳
塁
曽
酵
磐
日
旨
旨
資
冨
鳴
㌔
。
ミ
q
ミ
肉
§
§
塁
庶
O
。
ミ
§
ミ
亀
㍉

　
の
o
N
ミ
ミ
§
守
ミ
§
N
軌
O
O
山
象
9
0
山
ヨ
葺
5
α
q
Φ
」
8
ρ
署
．
同
ミ
ー
δ
①
．

⑭
ω
3
9
①
戸
§
帖
G
ミ
§
“
・
§
栽
巴
9
§
も
℃
」
。
。
卜
。
山
。
。
Φ
■

ニ
　
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
（
V
O
C
）
の
商
館
と
港
町

コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
V
O
C
商
館

V
O
C
は
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
他
地
域
に
先
駆
け
て
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
最
初
の
商
館
を
一
六
〇
六
年
に
開
い
た
。
そ
れ
が
北
部
の
マ
ス
（119）

リ
パ
ト
ナ
ム
と
ペ
ッ
ダ
パ
ッ
リ
℃
Φ
認
否
鋤
匪
の
商
館
で
あ
る
。
一
六
〇
八
年
に
は
、
南
部
の
開
港
デ
ー
ヴ
ァ
ナ
ム
パ
ッ
テ
ィ
ナ
ム
　
四



U
Φ
譜
5
蝉
ヨ
O
配
物
⇒
鋤
ヨ
と
テ
ィ
ル
ッ
パ
ー
プ
リ
ユ
ー
ル
爵
「
暮
O
飲
口
巳
ぼ
霞
に
、
さ
ら
に
一
六
｝
○
年
に
ヴ
イ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
か
ら
プ
リ

カ
ッ
ト
へ
の
商
館
設
置
を
認
め
ら
れ
、
や
が
て
こ
こ
を
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
の
主
商
館
（
ぎ
雪
ぎ
ミ
8
↓
と
定
め
た
。
各
地
に
築
か
れ
た
商
館

は
南
北
に
大
き
く
分
け
て
管
轄
さ
れ
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
が
北
部
の
、
プ
リ
カ
ッ
ト
が
南
部
の
第
一
の
商
館
と
さ
れ
た
。
同
時
に
、
プ
リ
カ
ッ

ト
に
は
南
北
の
全
商
館
を
統
括
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
商
館
長
（
㌣
§
§
ミ
）
は
プ
リ
カ
ッ
ト
の
総
督
硲
ミ
竃
こ
§
、
）

に
次
ぐ
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
で
二
番
目
に
高
い
地
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　
一
七
世
紀
の
半
ば
頃
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
で
は
、
港
町
を
中
心
に
、
内
陸
後
背
地
も
含
め
た
各
地
に
商
館
が
点
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
そ
れ
ら
の
商
館
は
、
そ
の
設
置
の
目
的
や
機
能
も
、
規
模
や
人
員
の
体
制
も
様
々
で
、
プ
リ
カ
ッ
ト
の
よ
う
に
要
塞
を
中
心
と
す
る
大
規

模
な
も
の
か
ら
、
一
軒
の
建
物
を
貸
借
し
て
い
る
だ
け
の
小
規
模
な
も
の
ま
で
が
あ
っ
た
。
主
商
館
で
あ
っ
た
頃
の
プ
リ
カ
ッ
ト
や
、
エ
ハ
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

○
年
以
降
プ
リ
カ
ッ
ト
に
代
わ
っ
て
主
商
館
と
な
っ
た
ナ
ー
ガ
パ
ッ
テ
ィ
ナ
ム
で
は
、
兵
士
を
含
め
て
数
百
人
規
模
の
「
オ
ラ
ン
ダ
人
」
が
駐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

在
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
駐
在
す
る
「
オ
ラ
ン
ダ
人
」
が
わ
ず
か
数
名
し
か
い
な
い
商
館
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
商
館
の
数
が
増
え
る
に
つ
れ
、
各
商
館
に
期
待
さ
れ
る
役
割
も
次
第
に
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
造
船
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
ゴ
ー

ダ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
Ω
o
留
く
p
。
江
川
デ
ル
タ
地
帯
の
ナ
ル
サ
プ
ル
窯
銭
の
巷
蓬
で
は
、
ニ
ハ
七
五
年
に
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
ス
ル
口
蓋
ン
の
勅
令
に

よ
っ
て
、
木
工
所
（
職
ミ
ミ
ミ
§
S
と
鍛
冶
場
（
§
鳴
§
ミ
）
を
建
て
る
た
め
の
土
地
が
V
O
C
に
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
土
地
の
周
り
に
V
O
C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
人
員
の
住
居
を
建
て
る
こ
と
と
、
周
辺
の
村
落
に
労
働
者
を
求
め
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
一
七
世
紀
末
に
は
、
正
篇
跡
q
9
く
磐
。
び
p
。
な
ど
に

も
釘
を
造
る
鍛
冶
場
が
あ
り
、
パ
ー
ラ
コ
ッ
ル
℃
多
多
。
蒙
に
は
ロ
ー
プ
製
造
所
（
ミ
忌
§
邑
や
、
主
要
輸
出
品
で
あ
る
織
物
の
漂
白
所
（
ミ
鴨
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

譜
ミ
）
や
藍
染
色
所
（
ミ
§
ミ
ミ
ミ
蔦
）
も
付
置
さ
れ
て
い
た
。

要
塞
と
港
町
一
プ
リ
カ
ッ
ト
の
場
合

一
六
一
〇
年
か
ら
九
〇
年
ま
で
V
O
C
の
主
商
館
が
置
か
れ
た
プ
リ
カ
ッ
ト
は
、
V
O
C
が
築
い
た
ア
ジ
ア
地
域
間
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
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要塞、市壁、「石の商館」（和田）

お
い
て
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
V
O
C
が
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
注
目
し
た
背
景
に
は
、
そ
の
後
背
地
に
織
物
の
大
生
産
地

を
持
ち
、
且
つ
先
発
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
の
勢
力
が
西
海
岸
に
比
べ
て
弱
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
製
綿
織
物
は
、
当
時
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
海
域
で
ス
パ
イ
ス
を
バ
ー
タ
ー
取
引
で
手
に
入
れ
る
際
の
交
換
商
品
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
綿
織
物
は
コ
ロ
マ
ン
デ
ル

海
岸
の
多
く
の
港
か
ら
積
み
出
さ
れ
て
い
た
が
、
プ
リ
カ
ッ
ト
の
後
背
地
で
は
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
市
場
向
け
織
物
の
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
の
上
、
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
港
町
は
V
O
C
の
進
出
以
前
に
も
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
有
数
の
交
易
都
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

　
プ
リ
カ
ッ
ト
に
お
け
る
V
O
C
の
活
動
は
、
｝
六
一
〇
年
に
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
の
許
可
を
得
て
始
ま
っ
た
。
当
初
、
V
O
C
が
王
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
「
一
軒
の
石
の
家
を
建
て
る
た
め
の
場
所
を
℃
製
鋼
。
讐
冨
に
持
つ
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
石
の
家
」
の
目
的
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

軍
需
品
や
船
の
装
備
や
商
品
を
「
火
事
、
盗
賊
や
仁
万
そ
の
他
の
災
難
か
ら
守
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ャ
ー
・
バ
ン
ダ
ル
（
ω
國
7

σ
碧
紆
N
）
な
ど
の
現
地
の
有
力
者
と
の
衝
突
や
、
南
方
に
近
接
す
る
サ
ン
ト
メ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
妨
害
の
た
め
、
プ
リ
カ
ッ
ト
で
の
V

O
C
の
活
動
は
な
か
な
か
順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
一
六
＝
一
年
六
月
に
は
、
プ
リ
カ
ッ
ト
商
館
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
攻
撃
を
受
け
、
商
品

を
略
奪
さ
れ
た
上
に
、
上
級
商
務
員
（
§
ミ
ぎ
愚
§
§
）
の
諺
α
○
開
日
び
0
8
9
。
ω
N
．
以
下
の
駐
在
員
が
捕
虜
と
し
て
サ
ン
ト
メ
に
連
行
さ
れ
る
、
と

い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
数
ヶ
月
後
、
V
O
C
は
プ
リ
カ
ッ
ト
商
館
の
活
動
を
再
開
し
た
。
こ
の
年
の
一
〇
月
、
新
任
の
商
館
長
フ
ァ
ン
・
ベ

ル
ヘ
ム
名
Φ
臣
B
恥
く
磐
し
d
興
。
冨
ヨ
は
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
宮
廷
に
赴
い
て
、
一
二
月
に
は
新
た
な
勅
許
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
、
プ
リ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ッ
ト
に
要
塞
曾
ミ
嚇
吻
給
＼
誉
δ
を
持
つ
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
勅
許
で
は
、
要
塞
は
プ
リ
カ
ッ
ト
を
領
地
と
す
る
妃
の
一
人
の
費
用
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、
完
成
後
は
妃
の
部
下
に
よ
っ
て
警
護
さ
れ

る
こ
と
、
そ
し
て
V
O
C
は
要
塞
の
半
分
を
利
用
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
妃
の
費
用
負
担
に
よ
る
建
設
が
一

向
に
進
ま
な
か
っ
た
た
め
、
業
を
煮
や
し
た
フ
ァ
ン
・
ベ
ル
ヘ
ム
は
、
結
局
全
額
を
V
O
C
が
負
担
し
て
工
事
を
完
遂
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
六
；
一
年
に
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
（
き
§
瓢
O
恥
ミ
ぎ
）
は
四
つ
の
稜
塗
を
持
つ
要
塞
と
し
て
完
成
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
余
分
な
費
用
負
担
も
厭
わ
ず
フ
ァ
ン
・
ベ
ル
ヘ
ム
が
要
塞
建
設
を
進
め
た
最
大
の
理
由
は
、
商
館
が
そ
の
機
能
を
全
う
す
る
た
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め
に
は
相
応
の
軍
事
力
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
上
述
の
よ
う
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

サ
ン
ト
メ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
勢
力
が
最
も
懸
念
さ
れ
た
敵
で
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
に
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
結
ん
で
V
O
C
に
敵

対
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
お
り
、
＝
ハ
一
三
年
七
月
、
完
成
問
も
な
い
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
は
六
〇
〇
～
七
〇
〇
人
の
軍
勢
に
よ
る
攻
撃
を
受
け
た
。

V
O
C
は
、
王
や
シ
ャ
ー
・
バ
ン
ダ
ル
な
ど
の
援
助
を
受
け
て
こ
の
危
機
を
切
り
抜
け
た
が
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
フ
ァ
ン
・
ベ
ル
ヘ
ム
は
、

バ
ン
テ
ン
し
d
磐
δ
⇔
の
東
イ
ン
ド
総
督
に
対
し
て
、
こ
の
新
要
塞
の
防
備
の
た
め
に
可
能
な
限
り
早
く
一
五
〇
人
の
兵
士
と
八
～
一
〇
基
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

砲
と
一
〇
〇
丁
の
マ
ス
カ
ッ
ト
銃
を
送
っ
て
欲
し
い
と
要
請
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
に
現
地
の
政
治
権
力
者
が
要
塞
を
造
っ
た
事
例
に
つ
い
て
は
殆
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
。
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
の
場
合
、
勅
許
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
建
設
費
用
は
港
町
を
領
地
と
す
る
妃
と
V
O
C
と
の
折
半
で
、
且
つ

使
用
権
も
折
半
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
妃
の
側
は
費
用
を
出
さ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
他
方
、
V
O
C
が
自
費
で
要

塞
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
特
段
に
反
対
や
妨
害
を
し
た
よ
う
に
も
見
え
な
い
。
こ
の
こ
と
や
、
完
成
後
の
要
塞
が
攻
撃
を
受
け
た
際

に
V
O
C
へ
の
援
助
を
約
束
し
た
王
の
姿
勢
か
ら
は
、
港
町
プ
リ
カ
ッ
ト
に
外
来
の
勢
力
が
要
塞
を
持
つ
こ
と
に
対
し
て
強
い
警
戒
心
を
持
っ

て
い
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
同
晴
期
の
内
陸
各
地
に
は
要
塞
都
市
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
現
地
政
権
に
と

っ
て
港
町
が
戦
略
的
な
要
地
と
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
は
積
極
的
に
港
町
に
要
塞
を
造
ろ
う
と
す
る
こ

と
も
、
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
の
出
現
を
大
き
な
脅
威
と
感
じ
る
こ
と
も
な
く
、
V
O
C
の
活
動
を
容
認
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
要
塞
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
は
、
港
町
プ
リ
カ
ッ
ト
に
ど
の
よ
う
な
変
化
や
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
の
完
成
後
、
そ
の
防
衛
力
を
維
持
す
る
た
め
プ
リ
カ
ッ
ト
に
は
多
数
の
兵
士
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
総
督
を
は
じ
め

と
す
る
駐
在
員
ら
は
城
内
に
住
居
を
持
っ
て
い
た
が
、
城
内
は
兵
士
た
ち
を
住
ま
わ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
広
く
は
な
か
っ
た
の
で
、
兵
士
た
ち
は
要

塞
の
外
に
住
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
兵
士
た
ち
の
中
に
は
妻
子
も
ち
も
多
数
い
た
。
兵
士
た
ち
の
全
て
が
オ
ラ
ン
ダ
人
（
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

系
）
で
は
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
主
商
館
時
代
の
一
七
世
紀
の
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
の
周
辺
に
は
、
一
〇
〇
人
を
超
え
る
オ
ラ
ン
ダ
人
兵
士
と
そ
の

122 （122）



要塞、市壁、「石の商館」（和田）

～
騰
塾

　
華

…　　・
謬
躍
懸

冷
y

　
　
・
♪

　
　
．
ρ
喜

一
匹
ガ

「
』
・
≧
　
　

懸
　
〉

糞
旨

灘
長
齢

翼
【
‘
，
；
　
一
丁

£
一
難
黒

r

喚心移跡神
rk．deeetu．　lagg

図　プリカットの町とヘルトリア城（Havart，　Op－en　ondergang　vaft　Coromandelより）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

家
族
が
住
む
居
住
区
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
プ

リ
カ
ッ
ト
に
は
V
O
C
と
の
契
約
期
問
を
終
え
た
後
、
本
国
に
帰
ら
ず
に

イ
ン
ド
の
地
に
残
る
こ
と
を
選
ん
だ
人
々
も
多
数
住
ん
で
い
た
こ
と
が
知

　
　
　
　
⑪

ら
れ
て
い
る
。

　
要
塞
を
建
て
る
に
は
そ
れ
だ
け
の
広
い
空
間
が
必
要
で
あ
り
、
ヘ
ル
ト

リ
ア
城
は
既
存
の
港
町
の
中
で
は
な
く
、
町
に
隣
接
す
る
土
地
に
造
ら
れ

た
。
町
と
要
塞
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
、
　
七
世
紀
半
ば
に
プ
リ
カ
ッ
ト

を
訪
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
宝
石
商
日
磐
興
巳
興
は
、
「
町
と
要
塞
の
問
に
は
広

く
開
け
た
空
間
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
要
塞
は
町
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
い
」
と
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
、
要
塞
は
町
の
外
に
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
山
鋤
く
口
答
の
記
述
で
は
、
要
塞
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
町
の
ほ
ぼ
申
央
に
位
置
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
の
記
述
の

違
い
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
プ
リ
カ
ッ

ト
に
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
四
壁
が
～
六
六
〇
年
代
以
降
建
設
さ
れ
て
い

た
。
既
存
の
町
と
そ
の
外
に
あ
っ
た
要
塞
は
、
こ
の
市
壁
と
い
う
建
造
物

に
よ
っ
て
、
周
辺
地
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
ひ
と
つ
の
区
域
と
し
て
目

に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
鋤
く
鋤
冨
は
そ
の
よ
う
に
し
て

作
ら
れ
た
区
域
を
目
に
し
、
そ
の
ほ
ぼ
中
央
に
要
塞
を
認
め
た
の
で
あ
ろ

う
。
他
方
、
一
七
世
紀
宋
ま
で
の
間
に
要
塞
周
辺
で
は
兵
士
な
ど
オ
ラ
ン
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⑭

ダ
人
た
ち
の
居
住
区
が
拡
大
し
て
、
既
存
の
港
町
と
要
塞
と
の
聞
の
空
間
が
狭
ま
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
プ
リ
カ
ッ
ト
の
姿
は
、

う
に
～
七
世
紀
末
ま
で
の
問
に
、
要
塞
が
隣
接
す
る
港
町
か
ら
要
塞
を
中
心
に
据
え
た
港
町
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

商
館
と
港
町
　
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
場
合

こ
の
よ

　
ほ
ぼ
一
七
世
紀
を
通
し
て
、
プ
リ
カ
ッ
ト
に
次
ぐ
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
お
け
る
V
O
C
第
二
の
商
館
は
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
に
置
か
れ
て
い

た
。
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
は
、
ベ
ン
ガ
ル
地
方
の
ガ
ン
ガ
i
河
口
か
ら
コ
モ
リ
ン
岬
ま
で
の
イ
ン
ド
亜
大
陸
東
岸
の
ほ
ぼ
中
央
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル

海
岸
の
北
部
に
位
置
す
る
港
町
で
あ
る
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
ー
川
水
系
の
河
口
付
近
に
あ
っ
て
、
V
O
C
の
船
団
が
初
め
て
や
っ
て
き
た
一
七
世
紀

初
頭
に
は
国
際
交
易
港
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
。

　
一
六
〇
六
年
に
開
か
れ
た
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
商
館
の
最
初
期
の
建
物
は
｛
軒
の
借
家
で
、
そ
こ
に
駐
在
す
る
人
員
も
ひ
と
桁
に
過
ぎ
な
か
っ

⑮た
。
そ
の
後
、
V
O
C
の
活
動
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
商
館
の
規
模
も
次
第
に
拡
大
さ
れ
た
が
、
商
館
や
そ
の
付
置
施
設
と
し
て
利
用
さ

れ
た
町
の
中
の
建
物
や
土
地
は
、
一
七
世
紀
末
ま
で
基
本
的
に
は
会
社
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
賃
貸
借
さ
れ
て
い
た
。
マ
ス
リ

パ
ト
ナ
ム
の
町
に
は
、
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
や
デ
ン
マ
ー
ク
、
さ
ら
に
遅
れ
て
フ
ラ
ン
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
商
館
を
置
く
こ
と
に
な

る
が
、
そ
れ
ら
も
借
料
を
払
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
国
鋤
く
鋤
訴
に
よ
る
と
、
当
時
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ギ
リ
ス
の
商
館
は
互
い
に
近
く
に
あ
り
、

い
ず
れ
も
「
王
の
税
関
（
ミ
嵐
§
財
）
か
ら
遠
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
」
位
置
し
て
い
た
。
V
O
C
の
場
合
、
プ
リ
カ
ッ
ト
以
外
の
多
く
の
拠
点
で

は
、
商
館
長
以
下
の
駐
在
員
や
そ
の
家
族
も
、
会
社
の
建
物
の
中
に
住
ま
い
を
与
え
ら
れ
た
が
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
で
は
多
数
の
駐
在
員
に
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

す
る
だ
け
の
十
分
な
広
さ
が
商
館
の
中
に
な
か
っ
た
た
め
、
周
辺
の
家
々
に
住
む
者
が
多
か
っ
た
。

　
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
V
O
C
商
館
は
、
一
七
世
紀
の
間
に
次
第
に
そ
の
規
模
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
言
わ
ば
「
借
り
物
」

の
商
館
で
あ
り
、
建
材
や
様
式
を
V
O
C
が
自
由
に
決
め
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
に
お
い
て
詳
し
く
扱
う
こ
と
と

す
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
商
館
が
あ
く
ま
で
も
既
存
の
港
町
の
一
部
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
ま
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で
残
る
V
O
C
の
商
館
日
記
や
報
告
書
な
ど
の
文
書
か
ら
は
、
利
害
の
対
立
や
、
と
き
に
は
武
力
の
行
使
を
伴
う
衝
突
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
っ

た
と
は
い
え
、
町
に
住
む
商
人
や
ハ
ヴ
ァ
ー
ル
ダ
ー
ル
（
置
P
芝
鋤
一
住
帥
「
）
や
シ
ャ
ー
・
バ
ン
ダ
ル
な
ど
と
、
商
館
の
駐
在
員
と
の
問
に
は
日
常
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
接
触
や
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
国
鋤
く
鋤
訴
に
よ
る
と
、
一
七
世
紀
末
に
は
V
O
C
は
商
館
に
加
え
て
町
の
外
に
「
庭
園
（
ミ
遷
邑
」

を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
倉
庫
が
備
え
ら
れ
、
緊
急
時
の
避
難
所
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
商
館
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
る
機
能
は
や
は
り
町
の
中
に
あ
っ
た
。
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以
上
、
プ
リ
カ
ッ
ト
と
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
に
置
か
れ
た
一
七
世
紀
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
お
け
る
V
O
C
の
二
つ
の
主
要
な
商
館
に
つ
い
て
、

そ
の
概
略
を
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
商
館
と
既
存
の
港
町
と
の
関
係
を
そ
の
立
地
と
い
う
視
点
か
ら
比
較
す
る
と
、
プ
リ
カ
ッ
ト
に
お
い
て
は
町

に
隣
接
し
て
建
て
ら
れ
た
要
塞
内
に
商
館
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
で
は
町
の
中
の
建
物
が
商
館
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、

…
見
対
照
的
な
在
り
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
見
方
を
変
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
商
館
は
い
ず
れ
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
開
設

時
に
お
い
て
は
、
既
存
の
港
町
に
対
し
て
あ
ま
り
干
渉
し
な
い
形
で
設
遣
さ
れ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
プ
リ
カ
ッ
ト
の
要
塞
が
、

6
鋤
く
興
践
興
の
言
う
よ
う
に
、
「
町
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
な
」
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
町
の
方
も
ま
た
、
要
塞
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
港
町
に
は

な
か
っ
た
施
設
が
町
の
外
に
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
激
変
を
被
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
港
町
プ
リ
カ
ッ
ト
に
と
っ
て
V
O
C
が

定
着
し
て
要
塞
が
隣
に
で
き
た
こ
と
に
よ
る
変
化
は
（
V
O
C
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
の
争
い
や
そ
れ
に
よ
る
影
響
は
当
然
あ
っ
た
と
は
い
え
）
、
例
え
ば
、

こ
の
会
社
が
新
た
に
交
易
活
動
に
加
わ
り
商
人
た
ち
と
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
土
地
を
会
社
の
関
係
者
が
利
用
す
る

よ
う
に
な
る
中
で
徐
々
に
生
じ
て
い
っ
た
。
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
プ
リ
カ
ッ
ト
の
よ
う
な
目
に
見
え
る
大
き
な
建
造
物
が
建
つ
こ

と
も
な
く
、
商
館
の
活
動
開
始
は
、
せ
い
ぜ
い
町
の
中
に
新
し
い
商
人
集
団
が
加
わ
っ
た
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
V
O
C
商
館
の
設
立
は
、
プ
リ
カ
ッ
ト
と
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
既
存
の
港
町
に
対
し
て
、
根
本
的

な
変
化
を
も
た
ら
し
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
僅
紀
半
ば
以
降
、
内
陸
後
背
地
の
変
動
と
も
連
動
し
て
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
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に
も
変
化
が
生
じ
始
め
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
従
来
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
発
展
す
る
の
が
マ
ド
ラ
ス
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
の
マ
ド
ラ

ス
の
登
場
と
、
プ
リ
カ
ッ
ト
お
よ
び
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
で
見
ら
れ
た
変
化
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

①
V
O
C
の
人
員
の
中
に
は
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
外
の
下
身
者
が
相
当
数

　
含
ま
れ
て
お
り
、
と
く
に
ド
イ
ツ
諸
邦
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
。
そ
の
割
合
に
つ

　
い
て
は
時
期
に
よ
る
変
動
が
あ
る
が
、
V
O
C
が
存
在
し
た
全
期
問
に
つ
い
て
の

　
平
均
値
で
は
、
水
夫
の
四
〇
％
、
兵
士
の
六
〇
％
が
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
外
の
畠
身

　
者
で
あ
っ
た
（
閃
Φ
ヨ
ヨ
Φ
ψ
O
鎚
ω
q
ρ
導
鴨
b
黛
、
旨
趣
犠
無
寄
琶
貯
G
ミ
愚
ミ
蝿
、

　
豊
§
篭
§
ミ
ミ
b
§
欺
起
鳴
響
N
億
6
『
ω
口
』
O
O
ρ
b
b
．
c
。
O
I
c
。
一
）
Q
本
稿
で
は
こ
の
こ

　
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
V
O
C
に
勤
務
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
人
々
を
「
オ
ラ
ン

　
ダ
入
扁
と
見
な
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
V
O
C
に
勤
務
し
た
ド
イ
ツ
系
の
人
々

　
に
つ
い
て
は
、
刃
。
Φ
蕉
く
磐
O
Φ
嬢
Φ
さ
ミ
咋
0
8
琳
－
寄
ミ
傍
q
勘
ミ
§
ミ
ミ
、
b
ミ
盗
謎

　
§
ミ
§
絵
噌
§
§
ぐ
6
G
篇
軌
ミ
幽
○
。
O
ミ
暮
雲
①
登
算
お
鶏
を
参
照
。

②
例
え
ば
、
＝
ハ
七
〇
年
か
ら
人
員
が
駐
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
内
陸
の

　
宕
簿
ゆ
q
巳
く
餌
ロ
。
冨
に
は
、
下
級
商
務
員
（
§
儀
ミ
ぎ
愚
ミ
ミ
、
）
、
鱒
自
身
（
ぎ
§
智

　
ぎ
N
ミ
ミ
）
、
そ
れ
に
助
手
（
禽
鴇
箕
§
邑
が
各
～
名
だ
け
派
遣
さ
れ
て
い
た

　
（
℃
冨
8
「
く
餌
臣
O
鋤
ヨ
噂
切
跨
ら
隷
遂
ミ
鵠
N
鷺
§
篭
譜
O
o
絵
§
織
傍
ら
勘
鴨
O
o
ミ
石
斧
蔑
魯
勾
．

　
≦
．
ω
叶
巷
皿
（
巴
．
）
．
唯
Φ
び
。
爵
α
㊦
皿
b
。
レ
㊤
ω
N
P
窓
b
。
）
。

③
9
愚
義
b
蛍
§
N
ミ
§
ミ
N
さ
ミ
§
§
§
ミ
ミ
ミ
し
．
国
．
田
興
①
ω
磐
餌
司
．
≦

　
Q
り
富
艶
色
（
㊦
縣
ω
．
）
”
O
島
山
Φ
鐸
．
ω
－
O
茜
〈
の
5
げ
ゆ
σ
Q
ρ
｝
O
O
刈
山
O
㎝
切
■
α
Φ
皿
ω
■
O
P
｝
？
嵩
．
な

　
お
、
ナ
ル
サ
プ
ル
の
造
船
業
に
つ
い
て
は
、
ω
磐
冨
団
ω
∬
σ
H
謡
曲
磐
旨
β
．
．
〉

　
乞
0
8
0
降
署
p
ρ
「
沼
悔
‘
H
勺
Φ
B
一
〉
．
Q
り
く
口
。
「
Φ
臨
。
．
ω
臨
O
σ
三
匡
ぎ
ひ
q
O
Φ
導
困
Φ
ぎ

　
ω
o
⊆
窪
濁
9
ρ
下
刈
O
∴
刈
O
O
．
．
・
誉
黛
ミ
N
ミ
黛
両
8
苺
。
ミ
融
。
ミ
ミ
⑦
o
職
ミ
顛
蔑
。
墜
Ω
＼

　
導
偽
O
篭
§
外
く
O
一
■
ω
一
噛
一
㊤
Q
Q
o
o
を
参
照
Q

④
　
U
節
巳
巴
鵠
効
く
戸
戸
D
腎
－
§
o
M
ミ
軸
磁
ミ
お
魁
ミ
軸
G
ミ
。
ミ
ミ
馬
織
象
ω
α
Φ
δ
算

　
》
日
の
8
「
島
騨
ヨ
．
δ
㊤
Q
O
噂
恥
Φ
巴
ω
■
℃
矯
．
鼻
－
三
．

⑤
ζ
鼻
目
α
に
よ
る
と
、
～
五
世
紀
の
刻
文
史
料
に
お
い
て
タ
ミ
ル
地
方
北
部
の

　
主
要
な
港
と
し
て
、
サ
ド
ラ
ス
ω
長
窪
ω
と
プ
リ
カ
ッ
ト
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い

　
る
と
い
う
（
ζ
爵
琶
9
§
帖
寄
ミ
§
晦
§
、
N
黛
P
心
O
）
。
ま
た
、
一
六
世
紀
初

　
め
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
史
料
で
も
、
プ
リ
カ
ッ
ト
の
繁
栄
の
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い

　
る
（
§
鴨
b
σ
O
簿
庶
b
§
、
紺
b
◎
ミ
伽
証
紙
ζ
m
5
ω
色
い
8
筆
O
「
窪
∪
心
底
霧
（
鐸
）
魍
b
⊃

　
＜
o
す
6
罷
－
竈
b
o
一
マ
8
ほ
第
一
＝
Φ
毛
U
Φ
貯
P
6
0
。
O
］
”
＜
o
円
b
O
■
ロ
P
誌
㊤
∴
認
）
。

⑥
9
§
畠
U
量
。
鮮
魚
窪
昼
燃
Φ
Φ
；
8
9
。
。
甲
。
。
q

⑦
9
愚
§
b
ミ
。
ミ
ミ
蹄
ミ
坤
N
瓦
Φ
Φ
；
署
」
8
山
O
介
戸
O
P
＜
露
∪
鋳
”
昏
偽

　
鳶
越
壽
ミ
琳
隷
ミ
貯
竃
篭
蛤
騎
鵠
き
ミ
ミ
ミ
嘘
ミ
嚇
し
ロ
ミ
6
戸
戸
ミ
噛
鷺
陛
下
織
。
ミ
蹄
尉

　
o
鴫
ミ
ミ
～
題
ミ
。
§
欝
隷
蔓
罫
神
§
晦
ミ
執
ミ
ミ
§
ミ
さ
〉
ヨ
ω
け
興
伽
鋤
ヨ
▼
H
o
O
㎝
Q
O
噂
O
P

　
卜
⊃
O
l
卜
σ
｝
■
N
心
一
b
⊃
月
一
囲
簿
鴫
。
ず
Q
ロ
恥
げ
霞
仁
尾
嵩
G
o
ミ
腎
ミ
§
賢
卜
。
鳴
．

⑧
く
醇
9
『
き
ミ
ミ
ミ
嘘
§
し
口
鴨
、
さ
§
N
、
薯
．
b
。
Φ
山
ρ
殉
昌
。
げ
磐
α
ξ
昼
｝
き

　
O
o
日
b
陰
。
鵠
ざ
b
P
器
歯
四

⑨
＜
き
O
費
き
鳩
§
ミ
§
～
し
d
ミ
。
諒
§
も
p
。
。
O
山
ご
寄
饗
匿
¢
警
多
し
磐

　
O
o
ヨ
鷺
5
ざ
P
b
o
Q
Q
．

⑩
6
磐
興
艮
震
は
一
七
世
紀
半
ば
の
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
に
は
約
二
〇
〇
名
の
守
備
隊

　
が
い
た
と
伝
え
る
（
圏
壁
－
ω
巷
自
ω
滞
↓
汚
く
①
毎
δ
「
’
↓
ミ
器
む
ミ
討
ミ
黛
く
・
し
d
蝉
一
一

　
（
9
）
』
＜
9
ρ
属
Φ
辱
∪
王
臣
’
お
㊤
9
〈
o
H
一
噛
。
．
塾
。
窓
）
。
一
六
七
八
年
に
費
用
節
減

　
策
の
一
環
で
、
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
の
守
備
隊
は
削
減
さ
れ
た
が
、
そ
の
階
点
で
も
士

　
官
＝
二
人
と
イ
ン
ド
人
兵
士
三
〇
人
の
他
に
一
〇
〇
人
の
オ
ラ
ン
ダ
人
兵
士
が
い

　
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
潮
減
さ
れ
る
前
に
は
一
〇
〇
人
以
上
の
オ
ラ
ン
ダ
人
兵
士

　
が
い
た
と
思
わ
れ
る
。
戦
時
に
備
え
て
四
〇
〇
入
の
守
備
隊
が
禮
か
れ
て
い
た
こ

　
と
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
（
幻
影
。
冨
仁
爵
霞
押
誉
篭
O
o
ミ
島
ミ
§
℃
．
卜
。
O
ご
く
き

　
O
餌
昼
し
口
霧
簿
曙
ミ
験
餐
噂
b
P
一
H
刈
1
｝
｝
○
。
）
。

⑪
↓
僧
く
興
三
鐸
ぎ
ミ
脊
§
寄
ミ
帖
鼻
く
艮
H
も
b
竃
。
プ
リ
カ
ッ
ト
に
は
、
今
も
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多
く
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
墓
が
残
る
。
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
各
地
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
墓
に

　
つ
い
て
は
、
ζ
輿
ご
コ
℃
曾
興
ρ
ミ
し
・
慰
§
鷺
り
薯
ミ
竪
§
㌔
山
影
§
§
物
置
ミ
§
噌
§

　
㌣
0
9
ミ
ミ
§
竃
謡
魯
§
映
器
、
竃
謡
O
ミ
ミ
嵩
§
ミ
職
§
辱
ミ
ミ
、
〉
琶
ω
器
a
蝉
ヨ
・

　
卜
⊃
O
O
卜
◎
が
詳
し
い
。

⑫
6
磐
上
巳
興
↓
ミ
ミ
恥
§
辱
N
ミ
登
く
。
＝
・
P
ゆ
ば
。
な
お
、
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
は

　
既
存
の
港
町
の
北
側
に
位
置
し
て
い
た
。

⑬
寒
く
輿
戸
e
皇
§
§
蓉
轟
箆
鳥
篭
O
ミ
§
§
誉
卜
譜
鳴
こ
も
・
8
伊

⑭
一
六
七
六
年
に
ζ
鋤
雪
雲
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
プ
リ
カ
ッ
ト
で
「
彼
ら
の
近
隣

　
に
あ
る
家
々
や
土
地
を
盛
ん
に
買
い
込
ん
で
彼
ら
の
商
館
を
拡
大
し
て
い
る
」
と

　
伝
え
て
い
る
（
艶
罷
b
貯
適
禽
ミ
国
玉
嵩
簿
匙
ミ
さ
⇔
紺
＼
N
軌
胡
山
爵
9
空
n
げ
鴛
α

　
O
霞
舞
。
門
①
話
覧
Φ
（
Φ
e
』
く
。
｝
ω
、
ピ
。
口
α
o
鼻
H
露
ど
く
。
ド
押
ロ
』
＄
）
。

⑮
ミ
、
ミ
§
恥
駄
9
、
§
ミ
織
篤
謡
§
穿
昼
留
§
§
§
導
O
鴨
ミ
N
ミ
胃
≦
甲

　
ζ
o
脱
匪
黛
。
賢
創
（
Φ
α
．
）
’
ピ
。
巳
§
．
お
舘
［
誘
買
3
色
気
。
鼠
Φ
ぎ
．
6
①
刈
］
■
燭
．
㎝
9

⑯
出
鋤
く
餌
昌
O
》
§
ミ
ミ
ミ
鷺
袖
お
触
§
G
ミ
。
ミ
§
§
き
餌
①
巴
ド
署
■

　
H
富
山
ま
、
謡
b
o
ゐ
器
　
一
く
餌
コ
　
O
⇔
ヨ
、
し
づ
塁
ミ
ミ
ヒ
ミ
論
晦
日
　
℃
P
H
鑓
l
H
認
　
h

　
幻
塁
9
き
α
げ
癖
P
誉
隷
G
§
S
ミ
§
℃
P
卜
。
O
や
b
。
8
．

⑰
一
六
二
〇
年
代
の
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
商
館
日
記
に
つ
い
て
は
、
和
田
郁
子
門
イ

　
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
の
港
市
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
i
一
七
世
紀
前
半
の
オ

　
ラ
ン
ダ
商
館
の
霞
記
を
中
心
に
」
『
港
町
に
生
き
る
㎞
、
歴
史
学
研
究
会
編
、
青
木

　
書
店
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。
ハ
ヴ
ァ
ー
ル
ダ
…
ル
と
は
、
毎
年
ま
と
ま
っ
た
額

　
の
金
を
払
う
こ
と
に
よ
り
徴
税
を
は
じ
め
と
す
る
業
務
を
請
負
っ
て
い
た
役
職
者

　
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
史
料
で
は
し
ば
し
ば
「
総
督
硲
ミ
ミ
ミ
こ
§
ミ
ゆ
q
o
＜
興
部
。
「
）
」

　
と
呼
ば
れ
る
（
和
田
多
寡
門
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
ハ
ヴ
ァ
ー
ル
ダ
ー
ル
i
｝
七

　
世
紀
前
半
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
の
交
易
港
支
配
に
関
す
る
一
考
察
」
『
西
南
ア
ジ

　
ア
研
究
臨
五
七
号
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑱
田
く
鴛
ρ
9
・
§
§
§
謹
遮
晦
§
、
9
§
、
§
§
減
量
二
一
も
．
置
①
．

三
　
港
町
に
お
け
る
要
塞
と
市
壁
の
建
設

要塞、市壁、「石の商館」（和田）

セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
要
塞
の
建
設
…
マ
ド
ラ
ス

　
か
つ
て
マ
ド
ラ
ス
の
名
で
知
ら
れ
た
チ
ェ
ン
ナ
イ
は
、

る
大
都
市
と
な
っ
て
い
る
（
二
〇
〇
一
年
統
計
）
。
し
か
し
昏
一
六
三
九
年
に
ア
ー
ル
ム
ガ
ム
》
毎
ヨ
¢
ゆ
q
四
B
（
》
§
2
。
ひ
q
8
富
）

デ
イ
周
困
磐
。
δ
O
躇
が
、
当
時
こ
の
地
の
周
辺
を
支
配
下
に
置
い
て
い
た
領
主
（
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
の
「
義
理
の
児
弟
」
）

要
塞
建
設
の
許
可
を
得
た
と
き
、
こ
の
地
は
僅
か
に
数
世
帯
の
漁
師
ら
が
住
む
漁
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
翌
一
六
四
〇
年
、
デ
イ
は
E
I
C
の
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
商
館
長
コ
ー
ガ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

日
足
ら
ず
の
問
に
、
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
要
塞
（
閃
。
唇
ω
貯
Q
Φ
。
お
Φ
）

現
代
で
は
そ
の
都
市
圏
に
イ
ン
ド
共
和
国
第
四
位
の
六
五
〇
万
人
超
の
人
口
を
抱
え

の
E
I
C
商
館
長

か
ら
借
り
受
け
、

　
　
　
　
㍗
p
脅
Φ
≦
O
o
α
q
磐
と
共
に
マ
ド
ラ
ス
に
上
陸
し
、
そ
れ
か
ら
十

の
建
設
が
開
始
さ
れ
た
。
最
初
の
稜
墨
は
そ
の
年
の
う
ち
に
完
成
し
、
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六
四
一
年
、
要
塞
建
設
が
続
け
ら
れ
る
中
で
E
I
C
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
お
け
る
主
商
館
は
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
か
ら
マ
ド
ラ
ス
に
移
さ
れ

た
。　

デ
イ
や
コ
ー
ガ
ン
の
反
応
は
こ
の
よ
う
に
素
早
か
っ
た
が
、
対
照
的
に
ジ
ャ
ワ
島
の
バ
ン
テ
ン
や
イ
ン
ド
西
海
岸
の
ス
ー
ラ
ト
ω
霞
醇
の

E
I
C
商
館
で
は
、
マ
ド
ラ
ス
の
獲
得
と
要
塞
建
設
の
意
義
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
デ
イ
ら
は
要
塞
の
建
設
費
用
捻
出
に

　
　
　
②

苦
労
し
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
こ
の
地
が
三
方
を
川
と
海
に
囲
ま
れ
、
要
塞
の
立
地
に
適
し
た
地
形
で
あ
る
こ
と
、
要
塞
建
設
の
認
可
に
加
え
、

免
税
な
ど
の
特
権
を
現
地
の
領
主
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
周
辺
に
各
種
の
綿
織
物
の
生
産
地
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
割
安
に
入
手
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
多
く
の
利
点
を
持
っ
て
お
り
、
将
来
性
が
十
分
に
あ
る
土
地
だ
と
確
信
し
て
い
た
。

　
実
際
に
綿
織
物
を
入
手
す
る
た
め
に
E
I
C
が
採
用
し
た
方
策
の
ひ
と
つ
は
、
「
チ
ー
フ
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
（
○
ロ
一
①
h
　
ζ
⑩
同
O
げ
餌
昌
け
）
」
と
呼
ば

れ
る
独
占
的
な
仲
介
商
人
を
通
し
て
必
要
な
商
品
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
類
似
の
仕
組
み
は
既
に
プ
リ
カ
ッ
ト
な
ど
の
V
O
C
商
館
に

お
い
て
も
見
ら
れ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
一
六
四
〇
年
代
か
ら
V
O
C
は
少
数
の
独
占
的
商
人
を
仲
介
者
と
す
る
体
制
を
改
め
始
め
、
新
た
な
仕
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

み
に
よ
る
商
品
調
達
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
マ
ド
ラ
ス
で
は
、
チ
ー
フ
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
に
依
存
す
る
体
制
が
よ
り
長
く
続
け
ら

れ
た
。
最
初
期
の
チ
ー
フ
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
で
あ
る
ω
Φ
ω
巴
冨
○
げ
Φ
汁
畝
は
、
か
つ
て
プ
リ
カ
ッ
ト
な
ど
で
V
O
C
と
数
十
年
に
わ
た
っ
て
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

力
関
係
に
あ
っ
た
商
人
の
家
系
に
連
な
っ
て
い
た
。
彼
を
含
め
マ
ド
ラ
ス
で
の
取
引
に
参
入
し
た
商
人
た
ち
は
、
周
辺
地
域
か
ら
移
り
住
ん
だ

人
々
で
あ
っ
た
。

　
織
物
獲
得
の
た
め
の
も
う
ひ
と
つ
の
方
策
は
、
マ
ド
ラ
ス
へ
の
職
人
の
移
住
を
す
す
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
商
館
開
設
か
ら
程
な
く
し
て
、

デ
イ
は
チ
ー
フ
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
を
通
じ
て
、
織
物
職
人
を
は
じ
め
と
す
る
周
辺
の
職
人
・
商
入
ら
が
マ
ド
ラ
ス
に
居
住
す
る
よ
う
取
り
計
ら

っ
た
。
さ
ら
に
、
一
六
八
七
年
か
ら
マ
ド
ラ
ス
の
総
督
（
∩
¶
○
＜
Φ
民
一
P
O
戦
）
と
な
っ
た
イ
ェ
ー
ル
田
庁
g
網
巴
Φ
は
、
こ
の
よ
う
な
職
人
集
団
の
移
住

が
よ
り
組
織
的
に
進
む
よ
う
に
努
め
た
。
そ
し
て
、
一
六
九
〇
年
に
は
、
約
五
〇
家
族
の
上
質
布
専
門
の
織
物
職
人
カ
ー
ス
ト
を
マ
ド
ラ
ス
に

移
住
す
る
よ
う
説
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ま
た
、
居
住
区
の
住
民
を
増
や
す
た
め
、
E
I
C
は
近
隣
の
サ
ン
ト
メ
に
住
む
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
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⑤

居
留
民
に
対
し
、
マ
ド
ラ
ス
へ
の
移
住
を
促
す
策
も
取
っ
た
。

　
周
辺
各
地
か
ら
の
人
々
の
移
住
が
進
む
に
つ
れ
、
か
つ
て
は
寒
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
の
地
は
、
要
塞
を
中
心
と
し
た
町
に
な
っ
て
い
っ
た
。

町
の
拡
大
は
、
居
住
区
の
周
囲
に
め
ぐ
ら
さ
れ
る
壁
の
建
設
と
連
動
し
て
進
ん
で
い
っ
た
。
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
要
塞
が
完
成
す
る
の
は
＝
ハ

五
三
年
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
＝
ハ
四
四
年
か
ら
四
八
年
の
間
に
は
、
当
時
あ
っ
た
町
全
体
を
取
り
囲
む
塁
壁
が
造
ら
れ
た
。
要
塞
が

完
成
す
る
と
、
続
い
て
外
城
の
建
設
が
始
ま
り
、
一
六
五
七
年
に
完
成
し
た
。
こ
の
外
城
の
内
側
が
後
に
「
ホ
ワ
イ
ト
・
タ
ウ
ン
（
葦
葺
①

↓
。
≦
p
）
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
「
泥
の
壁
で
囲
ま
れ
た
」
区
域
が
後
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
（
匹
8
犀

　
　
　
　
　
　
　
⑥

↓
≦
8
）
」
で
あ
っ
た
。

　
一
七
世
紀
末
に
は
、
既
に
城
壁
で
守
ら
れ
て
い
た
ホ
ワ
イ
ト
・
タ
ウ
ン
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
の
周
囲
に
も
、
よ
り
強
固
な
市
壁

を
築
こ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
っ
て
く
る
。
当
時
総
督
で
あ
っ
た
イ
ェ
ー
ル
は
市
壁
建
設
推
進
の
立
場
で
あ
り
、
マ
ド
ラ
ス
市
参
事
会
の
中
に

あ
っ
た
、
費
用
負
担
へ
の
懸
念
な
ど
に
基
づ
く
反
対
意
見
を
抑
え
て
「
泥
の
壁
」
を
芝
土
で
固
め
る
工
事
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
工
事

は
折
か
ら
の
モ
ン
ス
ー
ン
に
よ
り
頓
挫
し
、
結
周
、
市
壁
の
建
設
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
タ
ウ
ン
の
住
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
金
を
使
っ
て
行
わ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
七
〇
七
年
に
は
、
稜
塗
を
備
え
た
厚
さ
　
七
フ
ィ
ー
ト
の
レ
ン
ガ
製
の
塁
壁
が
完
成
し
た
。
こ
の
頃
ま
で
に
は
、
マ

ド
ラ
ス
は
E
I
C
の
み
な
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
私
商
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
・
ア
ル
メ
ニ
ア
人
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
系
な
ど
の
様
々
な
出
自
の
商
人
た
ち

が
活
動
す
る
港
町
に
成
長
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
要
塞
を
中
心
に
町
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
マ
ド
ラ
ス
は
、
当
時
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
と
し
て
は
異
例
の
存
在
で

あ
っ
た
。
確
か
に
、
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
要
塞
の
建
設
が
始
ま
っ
た
頃
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
は
プ
リ
カ
ッ
ト
や
サ
ン
ト
メ
の
よ
う
に
要
塞

を
伴
う
港
町
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
リ
カ
ッ
ト
で
は
港
町
が
ま
ず
発
展
し
、
要
塞
は
既
に
在
っ
た
町
の
隣
に
後
で

建
て
ら
れ
た
。
ま
た
サ
ン
ト
メ
は
、
一
五
二
〇
年
代
以
降
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
「
聖
地
」
化
が
進
め
ら
れ
、
～
六
世
紀
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

半
に
な
っ
て
か
ら
交
易
活
動
が
活
発
化
す
る
中
で
発
展
し
た
町
だ
が
、
一
七
世
紀
初
め
ま
で
は
要
塞
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
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マ
ド
ラ
ス
で
は
、
要
塞
と
町
の
建
設
が
同
時
に
進
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
町
の
拡
大
は
そ
の
周
囲
へ
の
壁
の
建
設
を
伴
っ
て
い
た
。
一
で
見
た

よ
う
に
、
南
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
市
壁
を
持
っ
た
都
市
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
翠
雲
は
権
力
者
の
拠
点
で
あ
る
内
陸
の
都
市

で
限
定
的
に
見
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
当
初
か
ら
市
壁
が
あ
り
、
町
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
さ
ら
に
次
々
と
壁
が
建
設
さ
れ
た
と
い
う

点
に
お
い
て
も
、
マ
ド
ラ
ス
の
発
展
の
様
相
は
当
時
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
と
し
て
は
際
立
っ
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
と
そ
の
内
陸
後
背
地
で
は
、
｝
六
四
〇
年
前
後
か
ら
大
き
な
政
治
的
変
動
が
起
き
て
い
た
。
そ
の
変
動
に

伴
う
社
会
の
混
乱
は
、
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
要
塞
と
そ
の
周
囲
の
市
壁
の
建
設
を
殆
ど
矢
継
ぎ
早
に
進
め
て
い
っ
た
コ
ー
ガ
ン
や
デ
イ
以
来
の

マ
ド
ラ
ス
の
指
導
者
た
ち
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
後
発
の
E
I
C
に
と
っ
て
、
V
O
C
が
既
に
こ
の
地

方
で
得
て
い
た
交
易
上
の
優
位
と
、
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
に
象
徴
さ
れ
る
軍
事
力
が
脅
威
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
マ
ド
ラ
ス
が

単
に
E
I
C
の
要
塞
都
市
と
し
て
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
域
内
交
易
（
い
わ
ゆ
る
カ
ン
ト
リ
ー
・
ト
レ
ー
ド
）
に
従
事
す
る
商
人
た
ち
の
活
動
拠
点

と
し
て
、
～
七
世
紀
末
ま
で
の
間
に
急
速
に
発
展
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
港
町
マ
ド
ラ
ス
を
取
り
巻
く
現
地
社
会
に
お
い
て
何
が
起
こ

っ
て
お
り
、
近
隣
の
港
町
で
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
が
見
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
節

で
は
プ
リ
カ
ッ
ト
の
状
況
と
絡
め
な
が
ら
、
一
六
四
〇
年
代
以
降
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
で
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

130　（130）

コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
の
政
治
的
混
乱
と
プ
リ
カ
ッ
ト
に
お
け
る
防
備
強
化

　
一
五
六
五
年
、
ラ
ー
ク
シ
ャ
シ
・
タ
ン
ガ
デ
ィ
（
タ
ー
リ
コ
ー
タ
）
の
戦
い
に
お
い
て
、
デ
カ
ン
地
方
の
ム
ス
リ
ム
五
王
国
連
合
軍
が
ヴ
イ

ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
軍
を
破
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
六
三
〇
年
代
ま
で
の
問
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
と
そ
の
内
陸
後
背
地
で
は
、
概
ね
ク
リ
シ
ュ

ナ
ー
川
の
南
側
を
係
争
地
と
し
な
が
ら
、
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
の
両
王
国
が
北
と
南
に
領
土
を
分
け
合
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

＝
ハ
三
六
年
、
そ
れ
ま
で
残
っ
て
い
た
ム
ス
リ
ム
王
国
三
国
の
う
ち
最
小
の
ア
フ
マ
ド
ナ
ガ
ル
王
国
が
、
ム
ガ
ル
朝
に
よ
っ
て
遂
に
滅
ぼ
さ
れ
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た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
構
図
に
変
化
が
生
ず
る
。
こ
の
年
、
ム
ガ
ル
皇
帝
シ
ャ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
ω
ロ
藍
島
冨
⇒
は
、
残
っ
た
デ
カ
ン
の
二

王
国
ビ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ル
じ
d
副
書
舞
（
～
四
八
九
－
一
六
八
六
）
お
よ
び
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
の
そ
れ
ぞ
れ
と
の
問
に
条
約
を
結
び
、
両
王
国
の
ス
ル

タ
ー
ン
た
ち
に
ム
ガ
ル
朝
の
宗
主
権
を
認
め
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
デ
カ
ン
の
両
王
国
は
独
立
を
失
い
、
ム
ガ
ル
朝
へ
の
貢
納
を
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
反
面
こ
れ
に
よ
っ
て
ム
ガ
ル
朝
と
の
関
係
は
安
定
化
し
た
。
以
後
、
両
王
国
は
北
辺
へ
の
侵
略
の
心
配
を
す
る
こ
と
な

く
、
南
方
へ
の
領
土
拡
大
を
目
指
し
て
征
服
事
業
を
展
開
し
始
め
、
プ
リ
カ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
港
町
を
含
む
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸

中
南
部
は
、
そ
の
影
響
を
真
っ
先
に
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ま
ず
、
ビ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ル
王
国
の
軍
隊
が
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
の
中
心
部
に
攻
め
入
っ
た
。
ビ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ル
軍
は
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ

ナ
ガ
ル
王
ヴ
ェ
ン
カ
タ
＜
①
磨
讐
9
三
世
の
甥
で
王
位
を
狙
っ
て
い
た
シ
ュ
リ
ー
ラ
ン
が
Q
Q
旨
践
ゆ
q
餌
と
手
を
組
み
、
＝
ハ
四
一
年
に
は
ヴ
ェ

ロ
ー
ル
に
ま
で
侵
攻
し
た
が
、
こ
の
と
き
は
マ
ド
ゥ
ー
ラ
、
タ
ン
ジ
ャ
ー
ヴ
ー
ル
、
ジ
ン
ジ
ー
の
有
力
ナ
ー
ヤ
カ
た
ち
の
援
軍
が
間
に
合
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ビ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ル
の
進
攻
を
食
い
止
め
た
。
翌
＝
ハ
四
二
年
、
今
度
は
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
軍
が
南
方
へ
の
遠
征
を
開
始
し
、
プ
リ
カ
ッ
ト
か
ら

ア
ー
ル
ム
ガ
ム
ま
で
の
沿
岸
部
に
攻
め
入
っ
た
。
当
時
サ
ル
・
ハ
イ
ル
（
ω
祭
冨
畳
）
の
地
位
に
あ
っ
た
ミ
ー
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド

ζ
嗣
ζ
喜
鋤
B
ヨ
巴
ω
蝉
、
嵐
に
率
い
ら
れ
た
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
軍
は
、
プ
リ
カ
ッ
ト
湖
と
海
の
間
の
大
島
曽
貯
鋤
塵
藻
。
欝
な
ど
を
占
領
し
、
そ
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
北
方
に
転
じ
て
要
衝
の
地
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ
q
三
夏
笹
匡
の
要
塞
を
手
に
い
れ
た
。
ヴ
ェ
ン
カ
タ
三
世
は
一
六
四
二
年
に
死
去
し
、
王
位
を
継

い
だ
シ
ュ
リ
ー
ラ
ン
ガ
は
、
報
償
を
受
け
る
た
め
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
戦
線
を
離
脱
し
て
い
た
間
に
、
～
蒔
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ
の
要
塞
を
取

り
戻
し
た
。
し
か
し
、
一
六
四
五
年
、
戦
線
に
復
帰
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
こ
れ
を
再
び
占
領
し
た
後
、
さ
ら
に
多
く
の
要
塞
を
陥

落
さ
せ
、
一
六
五
ケ
年
に
は
難
攻
不
落
の
地
と
し
て
知
ら
れ
た
ガ
ン
デ
ィ
コ
タ
○
鋤
銭
畔
。
鋸
の
要
塞
を
征
服
し
た
。
そ
し
て
、
ゴ
ー
ル
コ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ダ
王
国
の
主
要
地
域
の
南
方
に
、
沿
岸
部
へ
向
か
っ
て
広
が
る
彼
自
身
の
勢
力
範
囲
が
築
か
れ
て
い
っ
た
。
プ
リ
カ
ッ
ト
や
マ
ド
ラ
ス
は
こ
の

ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
勢
力
範
囲
の
中
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
強
大
に
な
り
す
ぎ
た
重
臣
の
力
を
警
戒
し
た
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ア
ブ
ド
ウ
ッ
ラ
ー
、
〉
σ
◎
〉
臣
9
ー
ワ
と
ム
ハ
ン
マ
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ド
・
サ
イ
ー
ド
の
問
に
や
が
て
不
和
が
生
じ
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
を
去
っ
て
ム
ガ
ル
朝
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
転
身
は
、
沿
岸
部
に
彼
が
築
い
た
勢
力
範
囲
の
領
有
権
が
ど
こ
に
帰
属
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
生
む
こ

と
に
な
っ
た
。
既
に
長
ら
く
積
極
的
な
交
易
活
動
を
展
開
し
て
き
た
経
験
を
も
つ
彼
は
、
プ
リ
カ
ッ
ト
を
そ
の
活
動
拠
点
と
し
て
維
持
す
る
つ

も
り
で
代
理
人
を
残
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ム
ガ
ル
朝
内
部
の
皇
位
継
承
戦
争
が
激
し
く
な
る
申
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
と
ム
ガ
ル
朝

の
こ
の
地
域
へ
の
影
響
力
は
低
下
し
て
い
き
、
｝
六
五
八
年
、
後
に
二
i
ク
ナ
ー
ム
・
ハ
ー
ン
乞
爵
畠
筥
囚
び
9
の
称
号
で
知
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
る
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
の
武
将
が
改
め
て
こ
の
地
方
を
占
領
し
た
。

　
周
辺
の
政
治
情
勢
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す
る
中
で
、
プ
リ
カ
ッ
ト
の
V
O
C
商
館
で
は
、
如
何
に
し
て
会
社
の
利
益
を
守
り
、
交
易
拠
点

を
維
持
す
る
か
を
考
え
、
対
処
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
権
力
者
が
交
代
す
れ
ば
、
新
し
い
権
力
者
と
の
関
係
を
良
好
に
す
る
こ
と
が
ま

　
　
　
　
　
⑬

ず
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
誰
が
権
力
の
座
を
保
持
す
る
か
分
か
ら
な
い
不
安
定
な
状
況
で
は
、
不
測
の
事
態
に
備
え
る
必
要
も
あ
っ
た
。
一

六
六
〇
年
代
以
降
、
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
で
は
防
備
の
増
強
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
停
泊
地
に
面
し
た
側
に
あ
っ
た
木
製
の
岸
壁
は
、
本

来
は
荷
物
の
積
み
降
ろ
し
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
こ
に
大
砲
を
配
備
で
き
る
よ
う
に
補
強
が
施
さ
れ
た
。
要
塞
の
内
部

に
は
、
新
し
い
弾
薬
貯
蔵
用
地
下
室
が
造
ら
れ
、
お
そ
ら
く
は
籠
城
の
際
に
備
え
て
、
飲
料
水
用
の
水
が
め
を
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
も

　
　
　
　
　
⑭

思
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
戦
争
へ
の
懸
念
も
あ
っ
た
。

　
プ
リ
カ
ッ
ト
の
町
に
対
す
る
防
御
の
必
要
性
も
痛
感
さ
れ
て
い
た
。
＝
ハ
六
〇
年
に
は
、
ニ
ー
ク
ナ
ー
ム
・
ハ
ー
ン
は
「
住
民
た
ち
の
費
用

で
」
プ
リ
カ
ッ
ト
の
町
の
周
囲
に
「
石
の
壁
」
を
建
て
る
こ
と
を
一
旦
は
認
め
た
が
、
そ
の
後
、
建
設
準
備
が
既
に
始
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
わ
ら
ず
許
可
を
撤
回
し
た
、
と
伝
え
ら
れ
た
。
＝
ハ
六
五
年
に
な
っ
て
漸
く
市
電
の
建
設
が
始
め
ら
れ
、
そ
の
年
の
う
ち
に
町
は
壁
で
囲
ま

れ
た
が
、
そ
れ
は
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
の
総
督
ス
ペ
ー
ル
マ
ン
O
o
讐
Φ
房
Q
。
O
①
Φ
量
質
の
目
に
は
大
し
た
も
の
と
は
見
え
な
か
っ
た
。
一
六
六
〇
年

代
末
か
ら
マ
ド
ラ
ス
を
は
じ
め
イ
ン
ド
各
地
で
過
ご
し
た
バ
ウ
リ
ー
日
げ
。
戸
倉
b
σ
○
奢
器
嘱
も
、
マ
ド
ラ
ス
と
プ
リ
カ
ッ
ト
を
比
べ
て
「
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

［
マ
ド
ラ
ス
］
の
外
塁
は
彼
ら
の
も
の
を
遙
か
に
し
の
ぐ
」
と
述
べ
て
い
る
。
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要塞、市壁、「石の商館」（和田）

　
一
六
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
の
政
治
情
勢
が
ま
す
ま
す
混
沌
と
す
る
中
、
プ
リ
カ
ッ
ト
に
お
け
る
防
備

　
　
　
　
　
　
　
⑰

強
化
は
続
け
ら
れ
た
。
＝
ハ
七
六
年
、
そ
の
数
年
前
に
マ
ラ
ー
タ
！
の
王
位
に
就
い
て
い
た
シ
ヴ
ァ
ー
ジ
i
ω
旺
く
磐
が
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地

方
南
部
の
ビ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ル
の
占
領
地
に
攻
め
入
っ
た
。
V
O
C
は
、
戦
い
に
勝
利
し
た
シ
ヴ
ァ
ー
ジ
ー
か
ら
、
デ
ー
ヴ
ァ
ナ
ム
パ
ッ
テ
ィ
ナ

ム
な
ど
で
の
活
動
に
関
す
る
勅
許
を
得
る
が
、
情
勢
が
安
定
す
る
問
も
な
く
八
○
年
に
シ
ヴ
ァ
ー
ジ
ー
は
死
去
す
る
。
翌
八
一
年
、
ア
ウ
ラ
ン

グ
ズ
イ
ー
ブ
〉
¢
鑓
轟
凶
σ
帝
が
率
い
る
ム
ガ
ル
朝
軍
が
最
終
的
な
デ
カ
ン
以
南
の
平
定
に
乗
り
出
し
、
戦
火
が
拡
大
す
る
中
で
、
オ
ラ
ン
ダ

の
一
七
人
重
役
会
（
ミ
ミ
§
※
§
が
査
察
に
派
遣
し
た
フ
ァ
ン
・
レ
ー
デ
〉
創
。
ユ
器
p
〈
雑
費
『
①
o
号
は
、
現
地
の
大
方
の
反
対
意
見
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
V
O
C
の
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
主
商
館
を
プ
リ
カ
ッ
ト
か
ら
南
方
の
ナ
ー
ガ
パ
ッ
テ
ィ
ナ
ム
に
移
す
こ
と
を
決
定
し
、
＝
二
九
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
そ
の
決
定
は
実
行
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
＝
ハ
四
〇
年
代
以
降
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
の
中
南
部
は
大
き
な
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
間
プ
リ
カ
ッ
ト

に
お
い
て
は
防
備
強
化
が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
様
々
な
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
の
主
な
要
因
は
、
V
O
C
は
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
を
持
っ
て
は

い
た
が
、
プ
リ
カ
ッ
ト
の
町
そ
の
も
の
を
租
借
あ
る
い
は
領
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
上
で
も
見
た
よ
う
に
、
プ
リ

カ
ッ
ト
の
V
O
C
駐
在
員
た
ち
が
お
そ
ら
く
そ
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
市
壁
の
建
設
に
つ
い
て
も
、
ニ
ー
ク
ナ
ー
ム
・

ハ
ー
ン
の
判
断
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
実
際
に
造
ら
れ
た
壁
に
つ
い
て
も
、
ス
ペ
ー
ル
マ
ン
が
不
満
を
表
明
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
工
事
に
あ
た
っ
て
V
O
C
は
主
導
権
を
握
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
に
あ
っ
て
V
O
C
は
、
プ
リ
カ
ッ
ト
を
完
全
に
領
有
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
既
に
一
六
五
一
年
に
ム
ハ
ン
マ

ド
・
サ
イ
ー
ド
の
も
と
を
訪
れ
た
使
節
ス
ト
ゥ
ー
ル
U
陣
吋
爵
ω
審
霞
は
、
プ
リ
カ
ッ
ト
の
町
の
租
借
の
可
能
性
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
た
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
は
「
罠
Φ
お
口
9
①
訂
［
ζ
鐸
甘
巨
蝉
（
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
こ
と
）
］
氏
に
よ
っ
て
短
い
雷
葉
で
拒
絶
さ
れ
た
」
。
情
勢
が
さ
ら
に
厳
し
さ
を

増
し
て
い
た
一
六
八
○
年
代
に
お
い
て
も
、
相
当
額
を
支
払
っ
て
で
も
プ
リ
カ
ッ
ト
の
町
を
領
聞
し
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

　
⑳

い
る
。
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政
治
の
不
安
定
化
に
よ
る
混
乱
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
一
帯
の
そ
の
他
の
商
館
や
拠
点
に
お
け
る
活
動
に
も
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
地
方
の
V
O
C
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
商
館
と
さ
れ
た
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
で
は
、
こ
の
時
期
ど
の
よ
う
な

対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
「
石
の
商
館
」
と
現
地
政
権

　
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
の
領
内
に
あ
っ
た
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
で
は
、
混
乱
の
兆
し
は
プ
リ
カ
ッ
ト
な
ど
の
中
南
部
の
港
町
よ
り
も
若
干
遅
れ
て

表
れ
た
。
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
は
　
六
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
前
述
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼
が
ゴ
ー
ル

コ
ン
ダ
王
国
を
去
っ
た
後
も
、
南
方
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
領
有
権
争
い
が
生
ず
る
こ
と
は
な
く
、
引
き
続
き
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
の
港
と
し
て

　
　
　
　
　
⑳

機
能
し
て
い
た
。

　
さ
て
、
二
で
見
た
よ
う
に
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
商
館
は
町
の
中
に
あ
り
、
そ
の
使
用
権
は
建
物
や
土
地
に
対
し
て
貸
借
料
を
支
払
う
こ
と

に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
V
O
C
が
商
館
の
設
備
の
変
更
を
望
ん
で
も
、
許
可
を
得
ず
に
勝
手
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
と
く
に
建
物
の
建
替
え
や
敷
地
の
拡
大
の
必
要
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
七
世
紀
半
ば
以
降
に
は
、
こ
の
こ
と
が

大
き
な
問
題
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
先
述
の
使
節
ス
ト
ゥ
ー
ル
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
と
の
会
談
の
中
で
、
「
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の

我
々
の
商
館
の
建
物
（
N
醤
器
）
に
隣
接
す
る
空
き
地
を
板
で
囲
み
、
織
物
や
布
を
火
事
か
ら
守
れ
る
よ
う
な
会
社
の
倉
庫
に
適
す
る
高
さ
の
石

造
り
の
壁
を
備
え
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
商
館
診
た
ち
（
§
ミ
ぎ
亀
§
）
と
商
務
員
た
ち
（
8
§
ミ
賛
§
）
の
住
居
の
た
め
の
木
造
建
築
を
建
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
こ
と
」
を
求
め
た
と
い
う
。
つ
ま
り
ス
ト
ゥ
ー
ル
は
、
使
い
た
い
敷
地
や
建
材
、
建
物
の
高
さ
や
目
的
に
至
る
ま
で
を
就
下
体
的
に
説
明
し
た

上
で
、
そ
の
建
設
の
是
非
を
尋
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
要
望
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
に
は
認
め
ら
れ
た
が
、
ス
ル
タ
ー
ン
に
は
拒
絶
さ
れ
た
た
め
、
「
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
石

造
り
の
耐
火
性
の
住
居
の
建
築
」
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
V
O
C
は
そ
の
後
も
事
あ
る
ご
と
に
繰
り
返
し
「
石
の
倉
庫
」
や
「
耐
火
性
の
商
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要塞、市日、「石の商館」（和田）

館
」
の
必
要
性
を
訴
え
続
け
た
。
一
六
六
五
年
六
月
に
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
で
大
火
事
が
あ
っ
た
際
に
は
、
ス
ペ
ー
ル
マ
ン
が
、
こ
れ
で
王
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
「
耐
火
性
の
商
館
の
建
物
」
を
求
め
る
十
分
な
理
由
が
で
き
た
、
と
も
言
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
火
事
の
後
も
「
耐
火
性
の
商

館
」
は
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
＝
ハ
六
九
年
に
は
、
火
事
の
危
険
に
備
え
て
倉
庫
を
造
る
こ
と
を
ハ
ヴ
ァ
ー
ル
ダ
ー
ル
に
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

そ
れ
は
町
の
外
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
命
令
に
よ
り
、
そ
の
建
設
許
可
は
取
り
下
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
石
の
商
館
偏
は
結

局
、
一
七
世
紀
申
に
は
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
缶
Q
＜
鍵
什
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
＝
ハ
七
九
年
一
〇
月
に
激
し
い
嵐
と
大
洪
水
が
こ
の

町
を
襲
っ
た
と
き
、
木
造
の
商
館
の
建
物
は
風
と
水
の
力
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、
周
囲
の
建
物
も
流
さ
れ
る
な
ど
の
大
き
な
被
害
を

受
け
た
。
そ
し
て
、
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
滅
亡
後
の
一
六
八
九
年
時
点
で
も
、
V
O
C
の
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
商
館
は
「
モ
ル
タ
ル
で
覆
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

薄
い
ヤ
シ
材
の
板
」
で
造
ら
れ
て
い
た
。

　
一
六
八
六
年
七
月
、
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
内
の
政
変
の
煽
り
を
受
け
て
被
っ
た
損
失
を
き
っ
か
け
に
、
V
O
C
は
ス
ル
タ
！
ン
と
対
立
し
、

セ
イ
ロ
ン
島
か
ら
送
ら
れ
た
丘
一
士
四
六
〇
人
を
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
に
上
陸
さ
せ
て
、
こ
の
町
を
占
領
し
た
。
そ
し
て
直
ち
に
町
の
陸
側
に
壁
を

築
き
、
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
軍
と
の
戦
い
に
備
え
た
。
し
か
し
、
当
時
ム
ガ
ル
朝
の
強
い
圧
力
を
感
じ
て
い
た
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
に
は
、
東
方
の

港
町
に
兵
を
割
く
余
裕
は
な
く
、
本
格
的
な
戦
闘
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
＝
月
、
V
O
C
は
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
と
プ
リ
カ
ッ
ト
の
関
税
の
一

部
を
受
け
取
る
こ
と
な
ど
を
条
件
に
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
町
の
返
還
に
合
意
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
年
九
月
に
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

滅
亡
し
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
は
ム
ガ
ル
朝
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
ム
ガ
ル
朝
に
よ
る
征
服
は
政
情
の
安
定
化
を
も
た
ら
さ
ず
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ

ム
の
交
易
活
動
も
振
る
わ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
混
乱
期
の
間
に
、
V
O
C
は
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
商
館
を
建
て
直
し
、
漸
く
緊
急
時
の
守
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

な
る
よ
う
な
建
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
石
の
商
館
」
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
経
緯
は
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
町
の
中
に
あ
る
商
館
の
防
衛
強
化
と
い
う
課
題
が
V
O
C
に
と
っ

て
如
何
に
困
難
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
V
O
C
は
こ
の
借
り
物
の
商
館
に
、
若
干
の
兵
士
を
配
置
し
て
警
備
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
た
が
、

建
物
を
要
塞
化
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
石
造
り
に
建
替
え
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
が
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
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随
一
の
港
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
周
囲
の
建
物
よ
り
も
強
固
な
「
石
の
商
館
」
を
V
O
C
が
持
つ
の
を
現
地
政
権
が
認
め
な
か
っ
た

こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
一
六
六
〇
年
代
に
は
、
ス
ル
タ
ー
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
が
出
資
す
る
「
王
の
船
」
は
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
を
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

点
と
し
て
イ
ン
ド
洋
の
東
西
両
海
域
に
広
く
航
海
し
て
い
た
。
ま
た
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
離
反
後
も
、
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
の
有
力

者
た
ち
の
中
に
は
交
易
活
動
に
積
極
的
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
い
て
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
は
彼
ら
の
利
害
も
絡
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

当
時
、
V
O
C
は
商
館
を
運
営
し
て
は
い
た
け
れ
ど
も
所
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
V
O
C
が
直
壁
や
商
館
を
新
た
に
建
て
ら
れ
た
の
は
、
現

地
の
政
治
権
力
に
対
し
て
（
た
と
え
ご
く
短
期
間
に
せ
よ
）
優
位
に
立
つ
か
、
政
情
が
混
乱
し
た
隙
問
を
縫
う
こ
と
が
で
き
た
と
き
で
あ
っ
た
。

①
『
o
＜
¢
§
巡
鷺
恥
駄
O
ミ
さ
犠
ミ
勲
く
。
＝
も
P
田
ゐ
O
。

②
『
。
く
①
．
玉
葱
鷺
偽
悪
O
ミ
さ
魁
ミ
煙
く
。
＝
も
p
ω
㎝
ム
q

③
V
O
C
は
一
六
五
〇
年
代
に
は
、
プ
リ
カ
ッ
ト
で
．
．
鷺
N
ミ
切
審
§
．
．
と
呼
ば
れ
る

　
仕
組
み
を
導
入
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
種
類
の
織
物
を
V
O
C
に
供
給
す

　
る
商
人
た
ち
に
繊
資
金
を
繊
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
ま
と
ま
っ
た
額
の
資
本
金

　
と
し
、
元
手
に
職
入
た
ち
に
支
払
う
前
金
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
も
の

　
で
、
改
良
も
加
え
ら
れ
な
が
ら
次
第
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
力
塁
。
げ
磐
傷
財
霞
P

誉
篭
G
o
ミ
腎
ミ
ミ
も
b
」
参
1
一
心
。
。
一
諺
鑓
ω
舞
p
。
窪
壁
．
ミ
、
息
§
譜
層
O
ミ
愚
§
結
恥
ミ
ミ

　
G
ミ
ミ
ミ
§
魯
9
b
ω
早
卜
。
鼻
ど
回
回
じ
d
三
二
戯
．
q
o
ぎ
学
Q
。
8
昆
O
o
ヨ
℃
露
δ
ω
o
h

　
O
o
δ
ヨ
雪
号
｝
．
．
■
ぎ
』
鷺
駄
ぎ
ミ
ミ
塗
壽
蛍
Φ
9
b
d
｝
鉱
区
し
u
■
田
冒
ゆ
q
愛
住
竃
．
写

　
勺
の
程
ω
o
P
口
。
コ
。
蕊
仁
」
箋
Φ
．
℃
P
β
る
ρ
窯
ロ
ざ
a
8
↓
隷
Q
ぎ
ミ
亮
さ
、
ミ

　
O
P
お
為
㎝
■

④
こ
の
商
人
家
系
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
に
詳
し
い
。
言
。
・
①
喜
旨

　
し
d
N
Φ
コ
巳
α
Q
”
、
、
〇
三
窪
石
①
容
冨
簿
ω
9
。
コ
α
3
Φ
国
鐸
H
8
＄
p
両
雛
。
閃
く
Φ
ω
o
h

　
ω
Φ
＜
Φ
簿
Φ
①
曇
7
0
窪
窪
崎
O
o
8
田
磐
α
鉱
寓
層
さ
§
§
》
劉
§
国
画
国
ミ
§
レ
押
6
刈
ざ

　
ω
∬
σ
鑓
犀
ヨ
磐
冨
ヨ
、
↓
ぎ
㌔
o
鳶
咋
苛
ミ
肉
q
ミ
さ
§
ど
O
P
b
⊃
㊤
○
。
－
9
。
＝
一
ま
た
、

　
竃
巳
（
§
α
は
彼
ら
に
加
え
て
そ
の
後
の
E
I
C
の
チ
ー
フ
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
に
つ

　
い
て
も
扱
っ
て
い
る
（
窯
¢
亀
裂
ロ
9
↓
ぎ
↓
ミ
職
§
h
ミ
。
ミ
猟
O
や

　
O
ω
為
㎝
¶
H
8
山
①
刈
）
Q

⑤
ピ
。
＜
Φ
▼
蕎
無
知
禽
駄
O
ミ
さ
職
ミ
煙
く
。
轡
｝
も
や
ω
令
ω
9
鰹
や
鰹
。
。
一
ζ
¢
評
茸
P

　
冨
軸
ぎ
ミ
錯
§
、
ミ
、
薯
．
誌
甲
一
b
。
卜
。
一
仕
上
磐
α
o
≦
ω
貫
、
、
O
ず
彗
瞭
⇔
『
q
悶
g
ヨ

　
鷲
篇
閃
¢
口
a
o
コ
、
．
．
O
P
6
㊤
山
O
O
　
重
松
伸
司
『
マ
ド
ラ
ス
物
語
㎞
中
公
新
書
、
一

　
九
九
三
年
、
一
八
三
－
一
八
五
頁
。

⑥
8
＜
ρ
蕎
象
曹
恥
駄
O
ミ
さ
ミ
早
く
。
＝
も
℃
．
b
。
O
や
b
。
O
メ
ω
。
。
下
ω
。
。
O
．

⑦
8
＜
ρ
寄
誤
爆
恥
駄
Q
ミ
さ
ミ
慶
噂
く
。
二
も
P
鯉
O
出
轟
G
。
①
。
。
－
零
ρ
＜
o
一
b
。
¶

　
薯
多
雪
卜
。

⑧
重
松
魍
マ
ド
ラ
ス
物
語
鰍
～
二
三
↓
三
八
頁
。

⑨
㌶
〉
．
冨
誘
①
欝
野
稗
§
ミ
陶
鴨
ミ
§
窮
曼
琳
ぎ
じ
口
崎
§
ミ
き
℃
、
箋
§
～

　
鳶
職
器
∴
爵
軌
堅
P
ト
鵠
旨
の
鑓
冨
α
¶
6
課
帽
P
路
G
。
’

⑩
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
〉
σ
α
≧
猷
げ
は
こ
れ
ら
の
戦
果
に
喜
び
、
ム

　
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
を
ミ
ー
ル
・
ジ
ュ
ム
ラ
（
窯
騨
甘
薯
邑
に
任
じ
た
。
切
．

　
汽
．
Q
っ
7
2
≦
餌
旦
聖
賢
。
謎
駄
導
鴨
O
ミ
魎
⑦
ぎ
ミ
導
、
ミ
防
三
三
Φ
≦
U
色
貫
窃
刈
介

　
8
．
ホ
？
禽
。
。
仙
自
。
α
q
巴
δ
げ
乞
鋤
居
磐
磐
Q
り
四
鱒
貫
§
鴨
い
愚
黛
ミ
、
誉
℃
、
§
、
艶
ミ

　
Q
§
鴨
越
N
駄
毎
ミ
§
鷺
罫
b
。
詩
鳥
①
鼠
¢
o
野
窯
Φ
芝
U
Φ
議
」
Φ
刈
ρ
9
b
甲
ω
餅

⑪
鉾
Φ
暑
琶
ρ
奪
ぎ
遷
画
導
鴨
O
ミ
守
⑦
ぎ
ミ
ミ
ミ
昌
”
o
o
．
薩
炉
鼻
α
。
。
ム
㎝
ρ

　
ω
舘
匠
蟄
竈
鴨
卜
懸
勲
ミ
、
旨
ミ
誉
七
竃
．
ω
心
ふ
ピ
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要塞、市壁、「石の商館」（和田）

⑫
和
田
郁
子
「
ミ
ー
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
と
港
市
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム

　
ー
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
時
代
の
ミ
ー
ル
・
ジ
ユ
ム
ラ
に
よ
る
交
易
活
動
と
港
市

　
支
配
i
駄
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
㎞
第
六
八
号
、
二
〇
〇
八
年
、
五
五
－
五
八
買
。

⑬
例
え
ば
、
プ
リ
カ
ッ
ト
で
の
交
易
な
ど
に
関
す
る
権
利
は
、
従
来

　
「
O
p
。
簑
讐
幽
＄
の
王
」
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
の
名
で
認
め
ら
れ
て
い

　
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
六
四
七
年
一
月
一
日
発
効
の
、
．
o
o
自
箋
Φ
＝
．
．

　
（
ρ
鋤
註
）
は
「
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
の
僕
で
あ
る
5
筈
ぎ
ζ
興
窪
ヨ
皿
①
」
す
な
わ

　
ち
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
O
o
曽
義
b
ミ
。
ミ
ミ
焼
ら
ミ
｝
斜

　
α
Φ
Φ
一
H
¶
ロ
P
心
o
Q
③
一
お
O
．

⑭
○
＜
霞
鴨
ぎ
3
零
ぴ
「
δ
＜
窪
窪
ロ
鋤
豆
Φ
お
ρ
く
巽
Φ
臣
σ
q
山
①
O
o
の
け
－
ぎ
α
響
冨

　
O
o
日
〇
四
碧
置
（
ぴ
Φ
鄭
。
Φ
8
「
阿
7
　
0
し
d
℃
　
＜
O
O
）
旨
経
唱
翼
餌
鉱
。
コ
黛
。
鉱
〉
円
ぴ
陣
Φ
h
■
．
ω
－

　
Ω
B
＜
Φ
離
げ
負
。
σ
q
ρ
ζ
①
ヨ
。
凱
①
〈
壁
。
＜
興
ゆ
Q
凶
〈
Φ
　
Ω
o
＜
Φ
琶
。
「
O
o
同
コ
Φ
誇
o
o
質
Φ
皿
ヨ
①
冨

　
o
Φ
p
＞
導
げ
0
5
二
℃
鋤
く
鎧
。
Φ
5
．
一
月
O
o
け
一
①
①
α
…
Q
ミ
ミ
＼
ミ
鳴
ミ
リ
鴇
受
ミ
制
鴫
ミ
嚇

　
O
ミ
ミ
ミ
ミ
袋
誌
－
O
§
驚
ミ
ミ
§
沁
区
切
§
§
隷
き
、
§
函
§
織
ミ
蕎
鳶
篭
電
帖

　
O
o
無
ミ
ミ
逡
ぎ
O
o
ミ
旨
ミ
N
壁
一
一
く
9
ω
■
■
．
o
。
6
話
く
①
コ
『
曽
槻
ρ
お
①
0
3
＜
o
則
ω
’
P
α
切
四

⑮
O
§
驚
ミ
鳴
§
旨
§
〈
o
一
。
。
も
．
ω
ω
刈
’

⑯
b
鑓
詠
中
歯
蹄
ミ
鷺
、
§
ミ
§
賊
ミ
9
醤
職
b
玉
織
§
越
中
円
田
①
諾
ω
尊
母

　
（
①
◎
）
噂
譜
く
9
ω
9
噂
．
。
。
－
の
惹
〈
窪
ぎ
ゆ
q
Φ
．
蕊
Q
。
刈
山
㊤
ω
一
．
〉
降
ぎ
峯
①
9
0
P
O
O
。
■
b
⊃
誤
一

　
日
げ
。
ヨ
器
じ
摩
。
乏
お
ざ
郎
O
鳴
轟
§
ミ
q
ミ
》
象
ミ
胤
ミ
ミ
．
G
ミ
ミ
壁
紺
吻
、
ミ
馬
㌔
ミ
さ
偽

　
b
ロ
七
千
し
ロ
ミ
蓉
卵
N
軌
亀
山
軌
越
．
霞
9
鋤
a
O
鉾
舞
。
↓
Φ
ヨ
営
①
（
a
シ
ド
。
コ
住
。
戸

　
お
O
㎝
門
諾
只
ぎ
雪
宏
Φ
毛
U
Φ
匿
レ
8
Σ
噂
℃
P
鰹
－
α
曽

⑰
七
二
年
に
は
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
の
守
備
隊
を
増
強
す
る
た
め
、
セ
イ
ロ
ン
島
か
ら

お
　
わ
　
り
　
に

　
五
〇
人
の
兵
士
が
異
動
さ
せ
ら
れ
た
（
O
§
鳥
ミ
隷
§
鴇
唱
§
’
＜
9
．
Q
。
．
O
P
Q
。
ω
ρ

　
。
。
し
・
刈
）
。

⑱
寄
金
冨
ロ
爵
巨
．
誉
こ
G
ミ
N
著
書
薯
気
曲
玉
．

⑲
○
し
d
℃
〈
O
O
障
㊤
ド
U
認
冨
①
臓
舞
霞
く
磐
〉
二
審
ω
ω
巴
Φ
鶏
口
黙
尻
O
き
9
評
。
＄

　
窪
O
o
ド
。
”
留
’
H
①
⊆
。
一
出
P
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
従
来
よ
り
交
易
活
動
に
深

　
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
や
、
こ
の
少
し
後
に
は
こ
こ
か
ら
船
を
送
り
出
し
て
い
る

　
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
港
町
プ
リ
カ
ッ
ト
の
租
借
を
即
刻
拒
絶
し
た
の
も
頷
け
る
。

　
和
田
州
ミ
ー
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
」
参
照
。

⑳
O
§
鴨
ミ
隷
§
蓬
§
き
く
9
幽
．
p
ω
ゆ
9

⑳
和
田
「
ミ
ー
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
イ
ー
ド
」
五
八
－
五
九
頁
。

⑫
　
O
b
ご
℃
く
O
O
一
｝
Φ
洲
O
蝉
餉
q
耳
Φ
ゆ
身
互
8
H
〈
四
5
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ぴ
国
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①
霞
■

⑬
　
b
莞
詠
沁
轟
丁
目
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＞
p
き
δ
曾
噂
P
G
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卜
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膳
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⑳
b
霧
島
－
納
言
逆
ミ
’
〉
零
。
屋
＄
b
・
卜
。
録

⑳
O
§
鳴
ミ
肉
§
蔓
§
N
．
＜
9
・
ω
も
．
Φ
露

⑳
出
山
く
遅
出
曾
－
§
§
§
誌
ミ
N
晦
魁
§
G
ミ
ミ
M
§
ミ
ミ
．
縣
Φ
皿
ド
署
．
匡
9

　
6
①
－
吋
8
…
＜
き
U
国
β
b
ロ
跨
さ
這
ミ
篭
鷺
噛
噛
や
一
ホ
ー
置
q

⑳
ω
暮
同
夢
ヨ
磐
巻
β
．
．
ζ
鋤
ω
島
冨
竃
9
。
ヨ
刃
Φ
＜
醒
8
α
．
．
■
薯
嫁
甲
α
ω
．

⑳
9
ミ
ミ
鴨
ミ
騨
§
§
．
＜
9
．
①
も
ロ
．
黛
P
。
。
8
山
δ

⑳
和
田
郁
子
門
イ
ン
ド
・
ゴ
ー
ル
コ
ン
ダ
王
国
に
お
け
る
霜
主
と
港
市
・
海
上
交

　
易
の
関
係
ー
ス
ル
タ
ー
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
（
＝
葛
垣
六
一
七
二
）
の
治
世

　
を
巾
・
心
に
…
」
咽
東
洋
中
｛
研
円
究
㎞
一
結
吊
目
六
巻
、
　
二
〇
〇
七
年
参
昭
…
。

本
稿
で
は
、
要
塞
、
市
壁
、
「
石
の
商
館
」
に
注
目
し
て
、
一
六
〇
六
年
に
V
O
C
の
最
初
の
商
館
が
開
か
れ
て
か
ら
マ
ド
ラ
ス
で
ブ
ラ
ッ
（137）

ク
タ
ウ
ン
を
囲
む
市
壁
が
で
き
る
一
七
〇
七
年
ま
で
の
約
一
〇
〇
年
の
間
に
、
プ
リ
カ
ッ
ト
、
マ
ド
ラ
ス
、
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
と
い
う
コ
ロ
マ
　
塒



ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
で
何
が
起
こ
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

　
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
で
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
時
代
に
も
政
治
権
力
者
な
ど
に
よ
る
一
種
の
外
部
か
ら
の
挺
入
れ
が
港
町
の
発
展
に
寄
与
し
た

事
例
は
珍
し
く
な
か
っ
た
し
、
交
易
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
各
地
か
ら
商
人
な
ど
が
や
っ
て
き
て
定
住
す
る
こ
と
も
、
関
税
収
入
を
は
じ
め

と
す
る
利
益
を
期
待
し
た
権
力
者
に
と
っ
て
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、
V
O
C
に
プ
リ
カ
ッ
ト
や
マ
ド
ラ
ス
で
の
商
館

開
設
を
許
可
し
た
と
き
も
、
E
I
C
に
マ
ド
ラ
ス
で
の
活
動
を
認
め
た
と
き
も
、
現
地
の
王
や
領
主
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
慣
例
か
ら

大
き
く
外
れ
る
こ
と
を
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　
V
O
C
が
ヘ
ル
ト
リ
ア
城
を
築
い
た
と
き
、
既
存
の
港
町
に
要
塞
が
隣
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ま
だ
そ
の
時
点
で
は
港
町
の
あ
り
方
自

体
が
大
き
く
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
V
O
C
が
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
に
お
い
た
多
く
の
拠
点
の
中
で
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
商
館

が
置
か
れ
た
プ
リ
カ
ッ
ト
と
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
は
、
本
来
、
そ
れ
ぞ
れ
現
地
の
王
国
の
首
都
と
結
び
つ
い
て
発
展
し
た
港
町
だ
っ
た
。
こ
れ
ら

は
既
に
様
々
な
商
人
の
活
動
の
舞
台
で
あ
り
、
周
辺
地
域
を
支
配
す
る
政
治
権
力
者
の
利
害
も
絡
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
港
町
で

交
易
を
行
っ
て
利
益
を
得
る
た
め
、
V
O
C
は
、
と
き
に
は
彼
ら
と
衝
突
し
つ
つ
も
、
交
渉
や
妥
協
な
ど
四
十
八
手
を
尽
く
し
て
商
館
の
維
持

に
努
め
て
き
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
E
I
C
が
来
る
以
前
の
マ
ド
ラ
ス
は
一
漁
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
E
I
C
は
こ
こ
に
要
塞
を
建
設
す
る
と
同
時
に
、
市
壁

を
持
っ
た
町
を
造
ろ
う
と
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
、
周
辺
の
情
勢
が
混
乱
す
る
中
に
あ
っ
て
、
V
O
C
も
プ
リ
カ
ッ
ト
や
マ
ス
リ
パ
ト
ナ

ム
で
防
備
強
化
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
既
存
の
港
町
に
は
既
存
の
秩
序
と
体
制
が
あ
り
、
現
地
の
権
力
者
の
関
与
が
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
仕
組
み
や
人
々
と
の
間
で
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
交
易
の
利
益
を
上
げ
て
き
た
V
O
C
が
、
築
き
上
げ
て
き
た
関
係
を
切
り
捨

て
て
ま
で
市
壁
建
設
や
商
館
の
改
築
を
強
行
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
V
O
C
が
…
度
は
占
領
し
て
見
せ
た
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
の
町
を
結
局

す
ぐ
に
返
還
し
て
し
ま
っ
た
一
六
八
六
年
の
事
件
は
、
こ
れ
に
続
く
ナ
ー
ガ
パ
ッ
テ
ィ
ナ
ム
へ
の
主
商
館
の
移
動
と
同
様
に
、
V
O
C
が
武
力

行
使
を
極
力
排
し
て
交
易
の
利
益
を
優
先
す
る
と
い
う
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
お
け
る
従
来
の
活
動
方
針
を
転
換
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
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要塞、市壁、「石の商館」（和田）

て
い
る
。
一
方
、
漁
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
マ
ド
ラ
ス
に
は
、
既
存
の
港
町
で
あ
る
プ
リ
カ
ッ
ト
や
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
ム
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
利
害

関
係
者
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
E
I
C
が
マ
ド
ラ
ス
で
要
塞
を
建
て
、
外
城
を
築
き
、
忠
心
を
造
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な

事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
＝
ハ
四
〇
年
代
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
問
に
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
を
め
ぐ
る
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
た
。
周
辺
地
域
で
は
戦

い
が
相
次
ぎ
、
政
情
は
ま
す
ま
す
不
安
定
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
政
治
的
間
隙
を
縫
う
よ
う
に
し
て
、
E
I
C
は
要
塞
を
申
心
に
、
強
固
な
市

壁
を
持
っ
た
マ
ド
ラ
ス
と
い
う
町
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
で
、
長
ら
く
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
中
部
の
主
要
な
港
町
で
あ
っ
た
プ

リ
カ
ッ
ト
で
は
、
市
壁
の
建
設
が
遅
れ
、
漸
く
造
ら
れ
た
壁
も
十
分
に
強
固
で
は
な
か
っ
た
。
V
O
C
が
主
商
館
を
移
動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

要
塞
の
防
備
も
削
減
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
変
化
の
中
で
、
安
全
な
活
動
場
所
を
求
め
る
商
人
た
ち
は
、
や
が
て
強
固
な
市
壁
に
囲
ま
れ

た
港
町
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
ド
ラ
ス
が
周
辺
地
域
か
ら
の
移
住
者
を
吸
収
し
て
拡
大
し
た
の
と
同
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

っ
て
市
壁
で
囲
ま
れ
た
ポ
ン
デ
ィ
シ
ェ
リ
も
、
～
八
世
紀
初
め
に
は
交
易
の
盛
ん
な
港
町
に
成
長
し
た
。
E
I
C
は
マ
ド
ラ
ス
の
土
地
を
当
初
、

現
地
の
政
治
権
力
者
か
ら
の
租
借
で
手
に
入
れ
た
が
、
そ
の
後
に
造
ら
れ
た
も
の
は
、
従
来
の
こ
の
地
方
の
港
町
で
あ
る
冨
岳
1
5
p
ヨ
で
は
な

く
、
周
囲
を
壁
で
囲
ま
れ
た
8
≦
ゆ
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
周
辺
地
域
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
々
の
活
動
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ

ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
の
港
町
の
新
し
い
形
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
ち
ぎ
句
．
蒙
。
冨
匡
の
旧
、
、
国
霞
8
の
窪
Ω
¢
1
ω
翼
Φ
ω
露
臼
の
O
o
8
ヨ
¢
a
Φ
F
　
　
両
ミ
N
凡
袋
↓
§
霧
8
N
漣
遡
・
℃
「
護
．
ぢ
ω
臨
四
巳
ヌ
〉
．
窯
碧
①
Φ
ヨ
（
a
ω
．
）
、

　
　
0
8
簿
．
．
．
ぎ
の
ミ
ミ
題
§
ミ
鴨
き
鳶
喧
馬
沁
ミ
ミ
凡
§
切
駄
詮
ミ
織
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§
N
導
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Φ
雪
げ
巴
レ
㊤
誤
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．
α
一
ト
。
■

【
付
記
】
　
本
稿
は
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
挑
戦
的
萌
芽
研
究
）

課
題
番
号
二
三
六
五
　
＝
七
一
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
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京
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大
学
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学
部
非
常
勤
講
師
）
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officials　wrote　down　this　list　indicates　the　royal　representatives　were

apparently　able　to　consult　some　inquisitorial　records，　which　were　kept　in　the

iRquisitorial　archives．　Documents　that　were　once　produced　and　preserved　by

the　inquisitors　to　condemn　heretics　were　then　admitted　as　evidence　by　the

king　to　save　the　past　heretics　or　their　heirs．

　　In　fact，　the　preservation　and　protection　of　the　records　was　a　major

coRcern　not　only　of　the　inquisitors　but　of　the　royal　government．　When

townspeople　in　Languedoc　who　were　discontented　with　the　abusive　exercise

of　power　by　the　royal　agents　petitioned　the　king，　ehe　petitions　were

accompanied　by　inquiries．　And　the　inquiries　connected　with　heretical　issues

were　based　on　the　inquisitorial　documents　1〈ept　by　the　inquisitors．　Thus　the

relationship　of　the　city　of　Toulouse　with　the　royal　authority　was　negotjated

and　constructed　on　the　basis　of　evidential　documents．

　　　　　　　　　　Forts，　Town　Walls　and　a　‘Steen　logie’：

Changing　Port　Towns　oR　the　Coromandel　Coast，　1606－1707

by

WADA　lkuko

　　Port　towns　on　the　Coromandel　Coast　generally　had　no　strong　defensive

structures　lilce　fortresses　or　town　walls　before　the　establishment　of　the

European　traders　and　trading　companies　were　formed．　At　the　beginning　of

the　seventeenth　century，　however，　the　Dutch　East　lndia　Company　（VOC）

built　a　European　style　fort　named　Geldria　at　Pulicat，　once　the　most

prosperous　port　town　on　the　Coast．　The　purpose　of　this　study　is　to　examine

the　changes　observed　at　the　Coromandel　port　towns　for　a　century　thereafter．

Here，　1　mainly　focus　oR　the　process　of　constructing　forts，　town　walls　and　a

factory　built　of　stone　at　Pulicat，　Madras　and　Masulipatnam，　the　three　port

towns　where　the　English　East　lndia　Company　（EIC）　and／or　the　VOC　had

their　factories　in　the　seventeenth　aRd　eighteenth　centuries．

　　The　first　part　of　this　study　surveys　the　existiRg　studies　on　the　patterns

and　categories　of　the　towns　or　urban　centres　in　the　pre－modern　South　lndia．

Then　it　demonstrates　the　characteristics　of　the　Coromandel　port　towns　in
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particular．　Port　towns　on　the　Coast　developed　mainly　due　to　the　significant

role　of　maritime　trade．　As　there　were　no　natural　harbours　with　conditioRs

suited　to　form　a　great　port　town，　getting　support　from　a　political　authority，

for　exampie，　could　help　develop　a　coastal　viilage　into　a　new　centre　of

maritime　trade．　Pulicat　emerged　as　an　important　port　connected　with

Vijayanagar　rttle　in　the　fourteenth　century，　while　Masulipatnam　flourished

as　the　Sultanate　of　Golkonda　governed　the　coastal　region　more　stably　in　the

｝ate　sixteenth　century．

　　In　the　secoRd　part　1　discuss　how　the　VOC　factories　were　built　and

situated　at　Pulicat　and　Masulipatnam．　Fort　Geldria，　completed　in　1613　with

the　approval　of　the　local　ruliRg　elites，　was　built，　actually　not　within，　but　next

to　the　existing　town．　lt　is　said　that　there　were　still　wide　open　spaces　left

between　the　town　and　the　fort　in　tlte　mid－seventeenth　century．　By　the　end　of

the　century，　however，　a　wall　was　built　surrounding　the　town　and　fort，　which

distinguished　them　from　neighbouring　region．　ln　the　case　of　Masulipatnam，

the　factory　was　not　the　property　of　the　VOC　but　a　lease　from　the　local

landowners．　lt　was，　therefore，　a　part　of　the　existing　town．　Both　of　the

factories　were　established　without　forcing　any　significant　changes　on　the

existing　port　towns，　at　least　when　the　factories　were　first　opened．

　　The　third　part　deals　with　the　English　and　Dutch　attempts　to　construct

defensive　structures　around　their　factories．　Madras　had　been　only　a　small

fishing　village　when　the　EIC　decided　to　open　a　factory　there　in　1639．　ln　the

course　of　seveRty　years，　however，　it　was　transformed　into　a　flourishing　port

town．　As　for　the　process　of　development　of　Madras，　it　was　characterized　by

an　expansion　of　the　town　that　accompanied　its　fortification．　Fort　St．　George

was　completed　in　1653，　while　a　wall　surrounding　the亡own　had　been　already

being　built　in　the　years　from　1644　to　1648．　Whereas　the　inside　of　the　outer

fort，　whose　construction　had　begun　in　1657，　came　to　be　called　the　White

Town，　the　outside　of　the　fort　developed　into　the　Black　Town，　around　which　a

brick　wall　was　completed　in　17e7．　Meanwhile，　the　VOC　had　difficulties　in

building　defences　of　their　factories　at　Pulicat　and　Masulipatnam，　both　of

which　had　already　developed　as　major　port　towns　before　its　arrival　and　had

been　goverRed　by　the　local　authorities．　Fearing　war　and　sociai　unrest　in　the

region，　the　Dutch　at　Pulicat　could　and　did　add　some　facillties，　such　as　a　new

cellar　for　ammunition，　to　protect　Fort　Geldria．　They　also　wanted　to　have　a

wall　arouBd　the　port　town，　but　the　construction　work　was　only　started　years

after　it　had　first　been　proposed　as　a　Hecessity　because　the　local　authorities

did　not　approve　it　earlier．　At　Masulipatnam，　the　VOC　had　even　fewer
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options　to　obtain　a　more　secure　factory．　Since　the　mid－seventeenth　century，

the　Dutch　had　repeatedly　asked　the　Sultanate　of　Golkonda　to　build　a　new

factory　of　stone　with　high　resistance　to　fire，　but　never　succeeded　unti｝　the

beginning　of　the　Rext　century　after　the　Sultanate　was　conquered　by　the

Mughals．　As　to　the　town　wall，　it　was　in　1686　while　they　occupied

Masulipatnam　for　a　few　months　that　the　Dutch　finally　built　it．　ln　short，　the

EIC　at　Madras　could　fortify　the　factory　and　town　from　the　beginniRg，　while

it　took　years　before　the　VOC　at　Pulicat　and　Masulipatnam　had　a　town　wall

and　a　factory　built　of　stone．

　　In　the　early　seventeenth　century，　the　VOC　had　been　able　to　participate　in

tradiRg　activities　that　were　being　carried　out　at　the　pre－existing　port　town

and　could　profit　tliereby．　IR　the　mid　century，　however，　there　was　growing

unrest　on　the　Coromandel　Coast　because　of　successive　wars．　Even　such

unstable　circumstances，　it　was　difficult　for　the　Dutch　to　attempt　to　start

coRstruction　of　“defensive　works”　without　the　approval　or　agreement　of　the

local　authorities　governing　the　town，　with　whom　they　had　been　negotiating

in　business　for　years，　On　the　other　hand，　there　were　no　such　established

relationships　at　Madras　between　the　English　and　the　｝ocal　authorities．　We

can　say　that　the　fortified　port　town　of　Madras　could　be　established　because

it　was　only　a　small　and　insignificant　village　in　locai　politics．

Kamigata　Cities　under　Shogunal　Jurisdiction　and

　　　　　Fudai　Domains　in　Early－Modern　Times

by

FUJIMoTo　Hitofumi

　　This　article　focuses　on　the　relationship　between　cities　uRder　dlrect

shogunal　（bahufa）　jurisdiction　and　the　hereditarily　allied　fudai　domains　in　the

Kamigata　region　in　an　attempt　to　clarify　the　character　of　the　ruling

strttcture　of　the　Kamigata　region　and　its　historical　development．　ln　the　17th

century　the　Kamigata　region　played　tlae　role　of　a　key　military　point　in　the

event　of　an　emergency　in　the　western　provinces，　and　the　fudai　lords　were

assigned　to　important　points　to　uphold　the　system．　The　cities　under　direct
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