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一
五
世
紀

の
初
頭
、
有

名

な
鄭

和

の
遠
征
が
行

わ
れ

て

か

ら
、

百
年

足
ら
ず

し

て

一
六
世

紀

に
入

る

と
ポ

ル
ト
ガ

ル
人

の
東
洋

進
出
が
始

ま

っ
た
。

そ

の
た

あ
東

南

ア

ジ

ア
に
お
け
る

明
朝

の
威

令
は
し

だ

い
に
衰
え

た
が
、
中

国

人
自
身

に
よ
る
海
外
発

展

の
勢

い
は
少

し

も

後
退

を
み
せ

な
か

っ
た
。

ポ

ル
ト
ガ

ル
に
し
ろ
、

こ
れ

に
続

い

た

ス
ペ
イ

ン
に
し
ろ
、

そ

の
植
民

地

に
お

い
て
中

国

人

の
勢

力
が

拡
大
す

る

こ
と
を

決
し

て
歓

迎
し
た

わ

け

で
は
な

い
。

し
か
し
、

か
れ

ら

の
商
業

能
力
を

極
度

に
利

用

し

よ
う

と
し

て
、
そ

の
来

住
を
拒

否
し

な
か

っ
た

の
で
、

鄭

和

の
遠
征

の
こ
ろ

に
は
わ
ず
か

に
タ
イ

や
ジ

ャ
ワ
、

ス

マ
ト
ラ
島

に
し
か
み
ら
れ

な
か

っ
た
華
僑

の
居

留
地

が

、
各

地
に
増

加
し

て
く

る

の
で
あ

る
。

東
西
洋

と
は

い
う
ま

で
も

な
く

東
洋

と
西
洋

と
を

一
つ
に
ま
と

め

て
い
う

こ
と
ば

で
あ
る

が
、

こ
れ

は
中
国
か

ら
南
方

に
広
く
存
在

す

る
海
、

乃

至
は
そ

の
海
中

や
沿

岸

に
あ

る
国

々
及
び

海

港

の
意
味

で
あ

っ
て
、
か

つ
て
日

本

に
お

い

て
は
も

っ
ぱ

ら
南
洋
と

呼
び

な
ら

わ

し

て

い
た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

つ
ま
り

太
平
洋

の
西
部

(南

シ
ナ

海

の
南

部
)

か

ら
イ

ン
ド
洋

に
わ

た
る
海

域

で
あ

っ
て
、

こ
れ
を
東

西

に
分

け
る

こ
と
は
、

す

で
に
元

代

か
ら
行
わ

れ

て
い
る
が
、
ど

こ
を
基
準

に
し

て
分

け
る
か

は
時

代

に
よ

っ
て
若
干

の
変

遷
が

あ

っ
た
。

こ

こ
に
の

べ
よ

う

と
す
る

『
東
西
洋

考
』
が

つ
く
ら

れ
た

一
六

、

一
七
世

紀

の
こ
ろ
は
、

大
体

い
ま

の
広

州
か

ら

正
南

に
引

い
た

南

北
線

が
も

と

に
な

っ
て
い
た
よ

う

で
、

こ

の
書

で
は

ボ

ル
ネ
オ
島

北
部

の
ブ

ル
ネ

イ
か
ら

や

や
東

に
向
か

う

一
線

を
そ
れ

と
考

え
て
い
た

よ
う

で
あ

る
。

従

っ
て
、

西
洋
と

は
交
阯

、
占

城

9

9
ヨ
B

、

來
哺
塞

O
餌
ヨ
び
。
σq
①
、
遅
羅

c∩
冨
ヨ
、

マ
ラ

ヤ
半

島

の
大
泥

勺
讐
鎚
三

・
丁
機

宜

↓
お
コ
αq
讐

二
・
彰

亨

℃
凶
冨

コ
ひq
・
麻

六

一
六

・
七
世
紀
の
極
東
に
お
け
る
列
強
勢
力
の
交
替



=
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列
強
勢
力
の
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替

甲

冨
巴
鋤
8
餌
、

ス
マ
ト
ラ
島
で
は
北
の
唖
斉

諺
6
冨
げ
、
南

の
旧
港

勺
巴
①
∋
び
壁
αq
、
ジ

ャ
ワ
島

の
下
港

じσ
碧

雷
ヨ
、
ボ

ル
ネ
オ
島

の
文
郎
馬
神

じd
①
ど
①
「
ヨ
①
ωぎ

を

へ
て

池
悶

↓
ぎ
o
H
島
ま
で
で
あ
り
、
東
洋
と
は
呂
宋

ピ
ニ
No
口

島
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
東
北
の
猫
里
務

ζ
呂
巳
二
ρ
ロ
①
、

同
島
の
沙
瑠

ω
冨
三
び
、

哨
哩
暉

∪
巷
同β
昌
、
そ
れ

か
ら

蘇
禄

oり
巳
⊆
島
、
ボ

ル
ネ
オ
島
北
部

の
文
莱

じU
「
§
血

を

へ
て
東
南

の
美
洛
居

ζ
o
ξ
8
僧
群
島

(香
料
群
島
)
ま
で
を
含
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
東
洋
と
は
東
南
洋
、

西
洋
と
は
西
南
洋
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
西
洋
と
は
こ
の
方
面
か
ら
イ
ン
ド
洋
を
越
え
て
ア
フ
リ
カ
の
南
端
を
廻
り
、
さ
ら
に
西
行
し

て
達
す
る

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
ま
で

拡
大
し
て
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
主
と
し
て
西
南
洋
に
植
民
地
を
も

っ
て
い
る
本
国
の
所
在
地
と

い
う
意
味
か
ら
、
大
西
洋

(泰
西
洋
ま
た
は

泰
西
)
と
も

い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
日
わ
れ
わ
れ
が
西
洋
と
い
う
こ
と
ば
は
こ
れ
か
ら
き

て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ

ン
群
島
か
ら
東
に
あ
る
台
湾
は
、

『
東
西
洋
考
」
で
は
東
洋

に
入
れ
な
い
で
東
番
と
称
す
る
。

の
ち
に
は
こ
れ
を
小
東
洋
と
称
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の

さ
ら
に
東
に
位
置
す
る
の
が
日
本

で
あ

っ
て
、
や
が
て
中
国
人
は
東
洋
と

い
え
ば
も

っ
ぱ
ら
日
本
を
さ
す
よ
う
に
な

っ
た
。
明
治
以
後

の
日
本
で
は
、
逆
に
こ
れ
を
中
国

を
含
ん
だ
東

ア
ジ
ア
と
い
う
意
味
に
用
い
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て

東
洋
と
西
洋
と
が

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
部
と
西
部
の
意
味

に
使
わ
れ
る

と
、
む
か
し

の
東
西
洋
は

一
括
し
て
南
洋
と
い
わ
れ
た
が
、
こ
の
同
じ
範
囲
を
世
界
共
通
の
こ
と
ば
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア

ω
o
⊆
9
-①餌
誓

諺
ω冨

と
称
す
る
の
は
、
第
二

次
大
戦
中
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て

『
東
西
洋
考
』
と
い
う
書
は
、
今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
の
明
代
に
お
け
る
諸
国
志
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
国
と
こ
れ
ら
の
国
々
と
の
通
交
貿
易
志
を
兼
ね
た
も

の
と

い
っ
て
よ
い
。
出
版
さ
れ
た
の
は
明
の
万
暦
四
六
年

(
一
六

一
八
)
で
、
日
本

で
は
元
和
四
年
、
徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
の
と
き
で
あ
る
。
著
者
張
墜
に

つ
い
て
は
、
醇
澄

清
と

い
う
人
に

「
明
張
愛
及
其
著
述
考
」

(嶺
南
学
報
四
巻
二
号
、

一
九
三
五
)
と
題
す
る
論
文
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ

っ
て
そ
の
伝
記
の
概
略
を
の
べ
よ
う
。
張
愛

は
福
建
省
南
部
の
潭
州
龍
渓
県
の
人
で
、
万
暦

二
年

(
一
五
七
四
)
の
生
ま
れ
、
明
朝
の
滅
亡
す
る
直
前
、
崇
禎
十

三
年

(
=
ハ
四
〇
)
に
六
七
歳
で
死
ん
だ
。
父
は
廷

榜
と

い
い
進
士
に
な

っ
た
が
、
と
く
に
仕
官
す
る
こ
と
な
く
故
郷

で
文
入
生
活
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
。
張
隻

(字
は
紹
和
)
自
身
も
二

一
歳

で
郷
試
に
合
格
し
挙
入
と
な

っ
た
だ
け
で
、
仕
官

の
経
験
は
な
か

っ
た
ら
し
い
。
明
末

の
遺
臣
と
し

て
有
名
な
黄
道
周
よ
り
は
十

一
も
年
上
で
あ

っ
た
が
、
と
り
わ
け
親
し
い
間
柄
だ

っ
た
し
、
曹
学

栓
、
何
喬
遠
、
陳
継
儒
ら
当
時
の

一
流

の
学
者
文
人
と
も
交
友
を
結
ん
だ
。
旅
行
家
と
し
て
知
ら
れ
た
徐
宏
祖

(霞
客
)
と
も
交
際
が
あ
り
、
か
れ
も
ま
た
当
時
の
風
潮

と
し
て
旅
行
を
好
み
、
天
下
の
名
山
を
遊
歴
し
た
よ
う

で
あ
る
。

従

っ
て
、
張
隻
に
は
文
集
や
詩
集
を
始
め
著
書
は
多
か

っ
た
ら
し
い
が
、
今
日
で
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
。
醇
澄
清
の
論
文
に
よ
る
と
、
張
愛
は
郷
里
の
地
方
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志
の
編
纂
に
関
係
し
、

『
潭
州
府
志
』

(崇
禎
元
年
、

一
六

二
八
)
と

『
海
澄
県
志
」

(崇
禎
六
年
、

一
六
三
三
)

の
二
種
が
あ
る
は
ず
だ
が
、

こ
れ
ら
も
ま
た
世

に
存

し
な
い
の
は
残
念
だ
と

の
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は
中
国
に
も
な
く
な

っ
た
と
い
わ
れ
る
、

こ
の
二
つ
の
地
方
志
が
日
本
に
は
完
全
に
残

っ
て
お
り
、

『
潭
州

府
志
」
は
内
閣
文
庫
に
、

『
海
澄
県
志
』
は
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
両
書

に
は
張
愛
そ
の
人
の
作

に
な
る
詩
文
も
相
当
に
多
く
収
め
ら

れ
、

『
海
澄
県
志
」

の
芸
文
の
条

に
は

『
東
西
洋
考
」
が
著
録
し
て
あ
る
。
普
通
、
地
方
志
の
芸
文
の
条

に
は
そ
の
地
方
出
身
者
の
著
作
を
著
録
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ

き
に
の
べ
た
よ
う
に
龍
渓
県
の
人
で
あ
る
張
隻
の
著
作
が

『
海
澄
県
志
」
に
取

り
上
げ
ら
れ

て
い
る
の
は
、
か
れ
が
こ
の
県
志
の
編
纂
関
係
者

で
あ
る
と
い
う
特
別
の
事

晴
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ

て

『
東
西
洋
考
」

に
は
論
基

(
万
暦
四
五
年
、

一
六

一
七
)
、
周
起
元
、
王
起
宗

(万
暦
四
六
年
、

一
六

一
八
)

の
三
入
の
序
文
が
あ
る

の
で

(万
暦
刊
本
に
は
初

あ
の
二
序
を
歓
く
も

の
が
あ
る
)
、

ま
ず

こ
れ
に
よ

っ
て
本
書
成
立
の
経
緯
を
考
え
て
み
よ
う
。
明
朝
で
は
そ
れ
よ
り
半
世
紀
ま
え
、
隆
慶
元
年

(
一
五
六
七
)
に
国
初

以
来

の
厳
重
な
海
禁
が
解
除
さ
れ
、
海
澄
県

の
月
港
が
貿
易
港
に
指
定
さ
れ
た

の
で
、

こ
の
地
方
の
人
々
は
公
然
と
海
外
貿
易
に
従
事
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
も
と
も

と
こ
の
地
方
は
海
岸
地
帯
で
平
地
が
少
な
く
、
食
糧
物
資
に
乏
し

い
の
で
、
生
活
は
何
ら
か

の
形
で
貿
易
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
か
ら
、

人
々
の
喜
び

よ
う
は

一
通
り
で
な
か

っ
た
。

一
方
、
国
家
に
と

っ
て
も
か
れ
ら
に
課
税
す
れ
ば
、
貿
易
が
盛
ん
と
な
る
に
つ
れ
て
収
入
が
増
加
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
海
外
貿
易

の
最
大

相
手

で
あ
る
東
南

ア
ジ

ア
の
国
々
の

地
理
や
物
産

な
ど
に
つ
い
て
、

貿
易

の
た
め
の
手
引
と
な
る
べ
き

適
当
な
書
物
が
な
い
の
で
長
ら
く
不
便
を
感
じ

て
い
た
。
し
か

も
、
そ
れ
ら
の
地
方
で
は
国
名
や
王
朝
が
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
、
過
去
と
現
在
と
を
対
比
す
る
こ
と
も
容
易
で
な
い
状
態
で
あ
る
。
官
庁
方
面

に
お
い
て
も
そ
う
し
た

事
情
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

っ
て
、
張
愛
に
依
頼
し
て
古
記
録
や
現
地
に
往
来
し
た
人
た
ち
の
体
験
な
ど
を
総
合
し
、
こ
の
書
を
作

っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

　二く

明
朝
で
は
人
民
の
海
外
渡
航
は
厳
禁
さ
れ
、
国
外
か
ら
の
来
航
も
朝
貢
と
い
う
形
式
で
し
か
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
し
か
も
、
朝
貢
船

の
到
着
港
は
地
域
に
よ

っ
て
定

め
ら
れ
、
東
南

ア
ジ
ア
方
面
か
ら
の
も
の
は
広
州

に
入
港
す
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
。
朝
貢
と
い
う
の
は
、
歴
代
王
朝
が
そ
の
体
面
を
維
持
す
る
た
め
、
朝
貢
者
が
持
参

し
た
物
品
に
対
し
、
損
を
承
知
の
上
で
こ
れ
を
遥
か
に
上
回
る
賜
物
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
朝
貢
品
は
政
府

で
消
費
す
る
ほ
か
、
余
分
が
あ
れ
ば
民
間
に
払
下
げ

て
い

た
。
そ
の
場
合
あ
る
程
度
の
利
益
は
あ

っ
た
の
で
、
政
府
に
と

っ
て
は
外
国
物
資
の
輸
入
を
統
制
し
、
専
売
権
を
握
る
と
い
う
点
か
ら
、
朝
貢
は
特
別
の
意
味
を
も

っ
て

一
六

・
七
世
紀
の
極
東
に
お
け
る
列
強
勢
力
の
交
替
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い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
何
年
に

一
度
と

い
う
時
期
を
限

っ
た
特
定
国
だ
け
の
朝
貢
に
頼

っ
て
い
て
は
、
外
国
物
資
が
不
足
し
て
、
政
府
は
も
と
よ
り
民
間
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
な
い
の
は
自
然

の
勢
い
で
あ
る
。
明
代
す

で
に
東
南
ア
ジ
ア
産

の
薬
材
、
香
料
、
象
牙
、
真
珠
な
ど
は
中
国
に
と

っ
て
必
要
不
可
歓
な
物
資
と
な

っ
て
い
た
の
で
、

こ
れ
ら
の
輸
入
を
促
進
す
る
た
め
朝
貢
を
勧
誘
す
る
の
が
鄭
和
の
遠
征
の

一
目
的
だ

っ
た
こ
と
は
今
日
で
は
通
説
と
な

っ
て
い
る
。
明
の
初
め
に
は
こ
う
し
た
積
極
政
策

も
と
ら
れ
た
が
、
や
が
で
消
極
的
な
鎖
国
方
針
が
大
勢
を
占
め
、
朝
貢
は
し
だ
い
に
減
少

の
傾
向
を
た
ど

っ
た
。
そ
こ
で
、
民
間
商
人
た
ち
は
法
網
を
く
ぐ

っ
て
、
近
海

の
島

々
に
根
拠
を
お
き
、
密
貿
易
に
よ

っ
て
物
資
の
獲
得
に

つ
と
め
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

い

っ
た
い
中
国
の
漸
江
省
か
ら
福
建
、
広
東
両
省
に
か
け
て
の

海
岸

一
帯
に
は
入
江
や
島
が
多
く
、

こ
れ
ら
密
貿
易
者
に
と

っ
て
は
恰
好
の
場
所
で
あ

っ
た
。

そ
こ
が
東
南

ア
ジ

ア
各
地
や
日
本
な
ど
か
ら
や

っ
て
来
た
船
と
、
中
国
船

と
の
密
会
所
と
な
り
、
盛
ん
に
物
資
交
換
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
は
ポ

ル
ト
ガ

ル
人
も
そ
の
仲
間

に
加
わ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
が
政
府
か
ら
黙
認
さ
れ
て
い
る
間
は
ま
だ
よ
い
が
、
何
か
特
別
の
事
情
で
官
憲

の
捜
査
が
行
わ
れ
る
と
、
か
れ
ら
密
貿
易
者
た
ち
も
生
活
の
た
め
に

生
命
が
け
で
防
衛
策
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。
官
憲
の
捜
査
が
き
び
し
く
、
近
海
で
は
危
険
だ
と
わ
か
る
と
、
台
湾
の
ご
と
き
海
上
遥
か
な
島

に
根
拠
を
移
し
た
。
そ
う
し

て
、
リ

レ
ー
式

に
大
量
の
物
資
が
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
勢
い
そ
の
組
織
も
大
き
く
武
装
し
た
海
賊
の
形
を
と
る
に
い
た

っ
た
。
か
れ
ら
は
根
拠
を
さ
ら
に
遠
い
東
南

ア
ジ
ア
や
日
本
な
ど
に
お
き
、
船
隊
を
組
ん
で
東
シ
ナ
海
か
ら
南
洋
を
跳
梁
す
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
中
国
の
方
で
も
、
か
れ
ら
を
手
引
き
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、

政
府

の
力
で
は
手
に
負
え
な
く
な

っ
た
。
中
国

の
方
で
倭
憲
と

い
わ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
も

の
ど
も

で
、
そ
の
全
盛
期
が
十
六
世
紀
、
と
く
に
同
世
紀
の
前
半
だ

っ
た
の
で

あ
る
。

従

っ
て
、
明
朝

の
政
治
家

の
中
に
は
、
倭
鬼

の
原
因
は
要
す
る
に
き
び
し
い
海
外
貿
易

の
禁
止
の
た
め
で
あ
る
と
し
、

こ
れ
を
幾
ら
か

で
も
緩
和
す
べ
き
だ
と
唱
え
る

人
も
出
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
し

て
祖
先
以
来

の
お
き
て
は
軽

々
に
改
む
べ
き

で
は
な
い
と

い
う
原
則
を
固
執
す
る
も

の
も
あ

っ
た
が
、
進
歩
的
な
考
え
方
か

ら
す
れ
ば
、
海
外
貿
易
を
許
可
す
る
代
り
に
、
貿
易
業
者
か
ら
は
相
当
な
税
金
を
徴
収
し
て
、

こ
れ
を
も

っ
て
海
軍
力
を
充
実
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
も

し
海
賊
的
な
行
動
を
と
る
も

の
に
対
し
て
は
、
武
力
を
も

っ
て
取
締
れ
ば
海
上
の
安
全
は
保
障

で
き

る
わ
け
で
、

こ
れ
こ
そ
自
給
自
足
の
最
良
策
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う

な
政
策
が
実
行
さ
れ
た
の
は
、
嘉
靖
四
二
年

(
一
五
六
三
)
命
大
猷
、
戚
継
光
ら
の
努
力
に
よ

っ
て
、
倭
憲

の
討
伐
が
相
当

の
成
功
を
収
め
た
こ
と
が
き

っ
か
け
と
な

っ

た

の
で
あ
る
。
久
し
ぶ
り
で
海
上
が
安
静
に
帰
し
た
隆
慶
元
年

(
一
五
六
七
)
、

明
朝
は
国
初
以
来
は
じ
め
て
禁
令
を
解

い
て
海
外
貿
易
を
許
可
し
、

福
建
の
潭
州
を
貿
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易
港
に
指
定
し
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
潭
州

(州
庁

の
所
在
地
は
龍
渓
県
)

の
町
は
海
か
ら
龍
江
を
少
し
湖

っ
た
奥
に
あ
る
の
で
、
河
口
に
近
い
、

こ
の
州
の
管
轄

に
属
す
る
海
澄
県
が
貿
易
港

と
な

っ
た
。

そ
れ
は
月
港
と
い

っ
て
小
さ
い
島

の
上
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
龍
江
を
下
る
と
河
幅
は
急

に
広
く
な

っ
て
、
厘
門

φ
ヨ
畠

の
南
側
を
通
過
す
る
。
厘
門
は
泉

州
の
同
安
県

に
属
し
、
中
左
所
と
い
う
警
備
隊

の
お
か
れ
た
重
要
な
関
門
で
あ

っ
た
。
海
澄
県
に
は
海
防
同
知
と

い
う
官
を
お

い
て
、
外
国
貿
易
の
取
締
り
と
関
税

の
徴

収
を
行
わ
せ
た
。
中
国
人
の
海
外
渡
航
に
つ
い
て
と
く

に
厳
禁
さ
れ
て
い
た
の
は
、
外
地
で
越
冬
す
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
国
外
か
ら
き
て
近
海
に
碇
船
し
、
内
地
の
商
人

と
取
引
き
す
る
船
を
市
舶
と

い
う
。
そ
の
取
引
き
は
主
と
し
て
漢
門

ζ
9
8
0
で
行
わ
れ
た
。
中
国
の
商
人
が
国
内

の
物
資
を
積
み
こ
ん
で
、
海
外

へ
取
引
き
に
行
く
船

を
商
舶
と
い
う
。
商
舶
に
対
し
て
政
府
か
ら
与
え
る
許
可
証
を
引
と
称
し
、
給
付

の
手
数
料
を
引
税
と

い
っ
た
。

そ
の
ほ
か

に
水
餉
と
い

っ
て
、
船

の
大
小
に
応
じ
て
舶

商
か
ら
取
立
て
る
税
金
、
陸
餉
と
い

っ
て
、
商
舶
が
持
ち
帰

っ
た
物
資
を
買
取

る
商
入
か
ら
取
立
て
る
税
金
が
あ

っ
た
。
ま
た
加
増
餉
と
い
う
の
が
あ

っ
て
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
向
け
の
商
舶

(呂
宋
船
)
は
現
地
に
適
当
な
物
資
が
な
く
、
代
り
に
メ
キ
シ
コ
銀
を
持
ち
帰
る
も

の
が
多
か

っ
た
た
め
、

こ
れ
に
課
し
た
税
金
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

中
国
物
産
を
輸
出
す
る
代
償
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
流
入
す
る
メ
キ
シ
コ
銀
は
莫
大
な
量
に
上
り
、
そ
れ
が
後

に
中
国
を
銀
本
位
国
に
す
る

一
つ
の
原
因
と
な

っ
た

の
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
海
澄
県

の
市
場

で
は
メ
キ

シ
コ
銀
が

一
般

の
取
引
き
に
通
用
し
て
い
た
こ
と
が
、
前
記
の

『
海
澄
県
志
』

の
中

に
み
え
て
い
る
。

海
外
貿
易
が
盛
ん
に
な

っ
た
結
果
、
海
澄
県
で
徴
収
さ
れ
る
税
金
は
順
調
に
増
加
し
て
、

万
暦
三
年

(
一
五
七
五
)
に
は
い
ち
お
う
責
任
額
が
六
千
両
と
定
あ
ら
れ
た

の
が
、
翌
年

に
は

一
万
両
と
な
り
、
同
じ
く
十

一
年
に
は
二
万
両
、

二
二
年
に
は

二
万
九
千
両
に
も

上

っ
た
。
そ
こ
で
、
泉
州
側
の
厘
門
に
も
税
関
を
設
け
て
東
洋
向
け

の
商
舶
を
管
理
さ
せ
、
潭
州
側
の
海
澄
県
に
は
も

っ
ぱ
ら
西
洋
向
け
の
商
舶
を
管
理
さ
せ
、
分
担
し

て
税
金
の
徴
収
を
行
わ
せ
る
方
が
有
利
だ
と
い
う
提
案
も
行
わ
れ
た

ほ
ど
で
あ
る
。

　三く

『
東

西

洋
考
』

は

こ
の
よ

う
な
当
時

の
唯

一
の
海

外
貿

易
港

で
あ

っ
た
潭

州
、

ま
た

は
そ

の
外

港

で

あ

る
海
澄
県

を
中

心
と
し

て
書
か

れ
た
も

の
で
あ

る
か

ら
、

そ

こ

か
ら
も

っ
と

も
近

い
東
洋

の
呂
宋

に

つ
い
て
の
記
事

は
と

く

に
詳

し

い
。

ま
た
他

に
は
見

ら
れ

な
い
独

特

の
資

料
を
も
含

ん

で
い
る
。

い

っ
た

い
、

フ

ィ
リ

ピ

ン
は

一
五

二

一
年

に

ス
ペ

イ

ン
の

マ
ジ

ェ
ラ

ン
に
よ

っ
て
発
見
さ

れ

、

一
五
四

二
年

ス
ペ
イ

ン
の
皇
太

子

(
の
ち

の

フ

ィ
リ

ペ
ニ
世
)
の
名

を
と

っ
て
命
名

さ

れ
た

の

で
あ

る
が
、

ス

一
六

・
七
世
紀
の
極
東
に
お
け
る
列
強
勢
力
の
交
替

一5一

閃



一
六

・
七
世
紀
の
極
東
に
お
け
る
列
強
勢
力
の
交
替

ペ

イ

ン
は

こ
れ

よ
り
さ

き
新
大
陸

の
メ
キ

シ

コ
の
経
営

を

終

え
、
太

平
洋
を

越
え

て
こ
こ

に
達
し

た

の
で

あ

っ
て
、

フ

ィ
リ
ピ

ン
は

メ
キ

シ

コ
の
支
配

下

に
属
し

て

い
た

わ

け

で
あ
る
。

そ
う
し

て

一
五
七

一
年

(隆
慶

五
年
)

に

レ
ガ

ス
ピ

ー
が

マ

ニ
ラ
市
を
建

設
し

て
か
ら
本

格

的
な
開

発
が

進
あ

ら
れ
、
と
く

に
中

国
本
土

の
福
建

省
南

部

か

ら
渡
来

し

て
き
た
華
僑

を
優
遇

し
、
か

れ

ら

に
新
開

地

の

ス
ペ
イ

ン
人
が

必
要

と
す

る
食
料

や
種

々
の
物

資
を
輸

送
さ

せ
た

の
で
あ

っ
た
。

商
業

に
熱

心

な
か

れ
ら

華

僑

は

こ
れ

に
応

じ
て
続

々
と
移
住

を
始
あ
、

や
が

て

マ

ニ
ラ
市

は
人

口
数
千
、

そ

の
大
部

分
が
華
僑

に
よ

っ
て
占
め

ら
れ

る
都

市
と

な

っ
た

の

で
あ

る
。
華

僑
が
中

国
本

土

か
ら
輸

送
し

て
き
た
物
資

の
代
償

と
し

て
、
持

ち
帰

っ
た

の
は
、
殆

ん
ど

ス
ペ
イ

ン
人
が

メ
キ

シ

コ
か

ら
も

た
ら

し
た
銀
貨

で
あ

っ
た

こ
と

は
す

で

に
の

べ
た
。

ス
ペ
イ

ン
側

の
史

料

に
よ
る
と
、

マ
ニ
ラ
市
建

設
後
ま

も

な
く

一
五
七
四
年

(万

暦

二
年
)

リ

マ
ホ

ン

ピ
圃ヨ
魯

o
轟

と

い
う
中
国

の
海
賊

が
、
大

艦
隊

を

ひ
き

い
て

侵

撃

し

て
き

た
事
件

が
あ

っ
た
。

こ

の
こ
と

は

『
東

西
洋

考
」

の
中

に
は

み
え
な

い
が
、

一
五
八

五
年

刊

の

ス
ペ
イ

ン
人
ゴ

ン
サ
ー

レ
ス

・
デ

・
メ

ン
ド
ー
サ

言
磐

O
o
自

巴
①
ω

血
①

ζ
①
=
匹
o
N鋤

の

『
シ
ナ
大

王
国

誌
」

に
詳

し
く

記
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ

に
い
う
リ

マ
ホ

ン
と

は
林
鳳

ま
た

は
林
阿

鳳
の

こ
と

で
、
広
東

省

の
潮
州

饒
平
県

の
人
、

『
明
実
録
」
隆

慶
六
年

(
一
五
七

二
)

八
月

庚
辰

の
条

に
初

め

て
そ

の
名

が

見
え

る
が
、

そ
の

こ

ろ
し
ば

し
ば

福
建
省

の
海
岸

地
域
を
掠

奪
し
、

澄

湖
島
か

ら
台

湾

に
ま

で
勢

力
を
張

っ
て
い
た
海
賊

で
あ
る
。

メ

ン
ド
ー

サ

に
よ
る
と
、

リ

マ
ホ

ン
は

一
五
七
四
年

(
万

暦

二
年
)

=

月

二
九

日
か

ら
六

二
隻

の
艦

隊
を

ひ
き

い
、

マ

ニ
ラ
市

を
攻
撃

せ
ん
と
し

て
、

ル
ソ
ン
島

の
イ

ロ

コ
ス
を

へ
て

マ
ニ
ラ
湾

口
の

コ
レ
ヒ
ド
ー

ル
島

に
到

着

し

た
。

そ

の
部
将

で
あ

る
日
本

人
シ
オ

コ

ω
δ
8

と

い
う
も

の

が
ま
ず

七
百

人
を
引
率

し

て
上
陸
し
、

こ
れ

を

迎
え
討

っ
た

ス

ペ
イ

ン
の
司
令

官
ゴ

イ

テ

ィ

O
o
同二
と

そ

の
妻
は
あ
わ

れ

に
も

犠
牲
と

な

っ
た
。

合
戦

の
末
、

林

鳳

の
軍

は

い

っ
た
ん
撃

退
さ
れ

た
が
、
再
び

一
千

人

の
軍
勢

を
も

っ
て
攻
撃
を

開
始

し
た
。

し

か
し
、

こ

の
と
き

に
は
在
留

の
華

僑
が

ス
ペ
イ

ン
の
総
督

ラ

ベ
サ

レ

ス

〇
三
α
o

α
①
霊

く
①
鎚
「①
ω

(維
撒

里
)

に
協

力
を
申

し

入
れ
、
合

同
作

戦
が
成

功
し

て
、

林
鳳

は
船

に
乗

っ
て
カ

ビ
テ
島

ま

で
退

却
を
余

儀
な
く

さ
れ

た

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

こ
の
林

鳳

の
二
度

に
わ
た

る
攻

撃

に
刺
戟

さ
れ

て
、

マ
ニ
ラ
市

で
は
土

人

の
叛
乱
が

お

こ

り
、
教
会

が
破
壊

さ
れ

る
よ
う

な
こ
と
も

あ

っ
た
が
、

や
が

て

平
静

に
帰

し
た
。

そ

こ
で
、

林
鳳

は

マ
ニ
ラ
市

の
奪
取

を

断
念

し

て
、

カ

ビ
テ
島

よ
り

パ

ン
ガ

シ
ナ

ン
河

口

へ
退
き
、

そ

の
上
流

四
リ
ー
グ

の
地

に
基
地

を
築

い
て
永
住

の
計
を

立

て
よ
う
と
し
た

ら
し

い

の
で
あ

る
。

ス
ペ
イ

ン
総
督

の
ラ
ベ
サ

レ

ス
は

こ
れ

に
対
し

て

マ

ニ
ラ
市

の
防
備

を
固
あ

る
と

と
も

に
、

一
五
七

五
年

(万
暦

三
年

)

三
月

二

三
日
、

五
七
隻

の
船

に
ス
ペ
イ

ン
兵

と

土
人
兵
と

を
分
乗

さ
せ

、
林
鳳

軍

の
基
地

に
攻
撃
を

か
け

た
。

ス
ペ
イ

ン
軍

は
攻
囲

の
手
を

ゆ
る
め
す
、

四
ヵ
月

に
わ

た

る
防
禦

に
疲

れ
た
林

鳳
は
、
同

年

の
八
月
四

日
、
手

も
と

に
残

っ
た

三
四
隻

の
船

を

ひ
き

い
、

包
囲
を

破

っ
て
脱

出
し
た
。

そ
の
後

一
時
、

淺

湖
島

に
滞

留
し

た

の
ち

、

漸
江

省

の
南
部

や
福
建
、
広

東

の
両

省
を
憲

掠

し
た
が
、

撃
退

さ
れ

て
安
南

方
面

へ
逃

亡
し
、

そ
こ
か
ら

つ
い

に
消

息
を
絶

っ
て
し
ま

っ
た

の

で
あ

る
。
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こ
れ

よ
り

さ
き
、

ス
ペ
イ

ン
軍
が

林

鳳
の
基
地

を
攻
囲

し

て
い
た

と
き
、

一
隻

の
中

国
船

が

マ

ニ
ラ

に
到
着

し
た
。
中

国
商

人

の
通

訳

に
よ
る
と
、

そ

の
船

に
は

オ

モ

コ
ン

○
ヨ
0
8
口

と

い
う
名

の
中
国
軍

人
が
乗

り

こ
ん

で

い

る
こ
と

が
わ
か

っ
た
。

こ
れ

は
福
建

巡
撫

が
林
鳳

の
様

子
を
探

査
さ
せ

る
目
的

で
派

遣

し
た
把

総

の
王

望
高

で
あ

り
、

い
ま

一
人

の
シ

ャ
オ
ゴ

ω
冨
○
σq
o

と

い
う

小
柄

な
老
人

と

い
う

の
が

南

日
水
塞

の
把
総

で
あ

る
郡
岳

に
あ
た

る
こ
と

は
、

中

国
側

の
文
献

と
も

よ
く

一
致
し

て

い
る
。

こ
の
と
き

林
鳳
軍

は
完

全
な
包

囲
中

に
あ

っ
た

の

で
、
降

服
は
も

早

や
時

の
問

題

で
あ
る
と

み

て
、

ス
ペ
イ

ン
総
督

と
王

望
高

と

の
間

に
、

ス
ペ
イ

ン
は
林

鳳
を

捕
虜

に
し

て
中
国
側

に
引
渡

す

の
と
交

換
に
、

王
望
高

は

キ
リ

ス
ト
教

の
中

国
内

地
布
教

の
許

可
が
得

ら
れ

る
よ

う
斡
旋
す

る
と

い
う
約
束

が
成

立
し

た
。

そ

こ
で
、

王

望
高

は
ア

ウ
グ

ス
チ

ン
会

の
宣
教
師

二
人
と

ス
ペ
イ

ン
軍

人

二
人
を

帯
同
し

て
帰

国
す

る

こ
と

と
な

る

が
、

こ

の
と
き

の
旅
行

記
が

メ

ン
ド
ー

サ
の

「
シ
ナ
大
王

国
誌
』

の
中

に
詳

し
く

み

え
る
。

そ

の
筆
者

は

上
記
宣

教
師

の

一
人

マ
ル
チ

ン

・
デ

・
エ
ー
ラ
ー
ダ

ζ
費
辞ヨ

α
①
=
Φ
凌
巴

9

と
軍

人

の

一
人

ミ
ゲ

ル

・
デ

・

ロ
ア

ル
チ

ャ

ζ
戯
⊆
ユ

α
①
い
o
ρ
『9

9

で
あ

る
。

王
望
高

の

一
行

は

一
五
七

五
年

(万

暦

三
年

)
六

月
十

二
日

に

マ
ニ
ラ
を
出
発

、
厘

門

に
到
着
し
潭

州
を

へ
て
福
州

に
至
り
、

こ
こ
に
逗
留
す

る

こ
と
約

一
ヵ

月

で
、

十
月

二
八
日

マ

ニ
ラ

に
帰
着

し

た
。

王

望
高

は
本
国

で
は

、

林
鳳
を

追

い

つ
め

て
窮

地

に
陥

れ
た

の
を

自
分

の
功
績
だ

と

い

い
、

あ
る

い
は
自
分

が

ス
ペ
イ

ン
兵

を
ひ
き

い
て
包
囲
を

成
功

さ
せ
た

の
だ
か

ら
、

ス
ペ

イ

ン
兵

に
賞

金

を
与

え

て
や

っ
て
ほ
し

い
な
ど
、

で
ま
か

せ
を

い

っ
て
、

そ
の
う
え

ス
ペ
イ

ン
総
督

か
ら
中

国
官
憲

に
対
す

る
贈

り
も

の

の
大
部

分
を
横

領
し

た
よ

う
な

こ
と

も
あ

っ
た
。

そ
う

し

て
、

ス
ペ
イ

ン
側

に
約
束

し
た

キ
リ

ス
ト
教
布
教

の
斡

旋

に
熱

意
を
示

さ

な
い

の
み
か
、

中

国
か

ら

マ

ニ
ラ

へ
も

ど

る
途
中

、
漁

夫
か

ら
林

鳳
が

ス
ペ
イ

ン
軍

の
包

囲

を
脱

出

し
た

こ
と
を
聞

く
と
、

マ

ニ
ラ

に
到

着
し

て
か
ら

ス
ペ
イ

ン
総

督

に
向

っ
て
い
ろ

い
ろ

な
難

題
を

吹
き

か
け

て
困
ら
せ

た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の

よ
う
な

不
信

行

為

は
、

そ

の
後

ス

ペ
イ

ン
人

を
し

て
中

国
人

に
多

大

の
警

戒

心
を

抱
か

せ

る
も
と

と
な

っ
た
と

い
う

。
こ

の
事

件

は
さ
き

に
も

の

べ
た

よ
う

に

『
東

西
洋
考
』

に
み
え
な

い

の
は
、
思

う

に
中

国
側

に
と

っ

て
不
名

誉
な

こ
と
だ

っ
た
か
ら
か

も

知
れ

な
い
。

し
か
し

、
真

相

の
不

明
な
倭
憲

の

一
面

を
物

語
る
史

料
と
し

て
無
視

で
き

な

い
も

の
が

あ

る
。

そ

の
後

約

二
十
年
を

へ
て

一
五
九

三
年

(
万
暦

二

一
年
)
、

ス
ペ

イ

ン
の

マ

ニ
ラ
総

督
ゴ

メ
ス

・
ペ

レ

ス

・
ダ

ス

マ
リ

ナ

ス

O
o
ヨ
①ω

勺
①
お
ω
∪
器

8
鋤
居ぎ
霧

(郎

雷
氏
敵

裏
系

勝
)

が
自
か

ら

艦
隊
を

ひ
き

い
て

モ

ル
ッ
カ
群
島

(美
洛

居
)

に

遠
征
し

て
自

国

の
権
利

を
確
保
す

る
と

と
も

に
、

当

時
よ
う

や
く

こ

の
方
面

に
進
出
を
始

め
た

イ
ギ

リ

ス

の
勢

力
を

排
除

す

る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ

の
と

き
、

マ
ニ
ラ
在
住

の
中

国
人

二
五
〇
人

が
強
制

的

に
従
軍

を
命

ぜ
ら

れ
、

ス
ペ
イ

ン
軍

人

の
た
め

に
極
度

の
虐
待

を
受

け

た

の
で
あ

る
。
中

国

人
の
幹

部

た
ち

は
共

謀
し

て
報
復

手
段

に
出

で
、
あ

る

一
六

・
七
世
紀
の
極
東
に
お
け
る
列
強
勢
力
の
交

替
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一
六

・
七
世
紀
の
極
東
に
お
け
る
列
強
勢
力
の
交
替

夜
、
播
和
五
ら
数
人
が
突
如
と
し

て
総
督
に
襲
い
か
か

っ
て
そ
の
首
を
切
り
落
し
た
。
そ
う
し
て
、
驚
き
騒
ぐ

ス
ペ
イ
ン
人
を
み
な
殺
し
に
し
、
こ
と
ご
と
く
財
宝
、
武

器
を
奪

っ
て
、
船
ご
と
ベ
ト
ナ
ム
方
面
に
逃
亡
し
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
知
ら
せ
は
ス
ペ
イ
ン
当
局
に
非
常
な
衝
撃
を
与
え
、

殺
さ
れ
た
総
督
ダ

ス
マ
リ
ナ
ス
の
子

ル
イ

い
二
く
勺
①
器
ω
U
霧
日
坦
「ぎ
器

(郎
雷
猫
吝
)

が
臨
時
の
後
任
総

督
と
な
り
、
中
国
に
対
し
て
抗
議
す
る
と
と
も
に
、

マ
ニ
ラ
在
留

の
中
国
人
五
千
人
の
強
制
送
還
を
行

っ
た
。
あ
た
か
も

こ
の
こ
ろ
、
日
本
か
ら
は
豊
臣
秀
吉
が

ス
ペ
イ

ン
総
督
に
あ
て
た
降
伏
朝
貢
を
求
め
る
恐
迫
状
が
到
着
し
て
、
日
本
と
中
国
と
が
共
同
戦
線
を
取
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
、

ス
ペ
イ
ン
側
の
中
国
人
に
対
す
る
警
戒
が
俄
か

に
厳
重
と
な

っ
た
。
や
が
て

一
五
九
五
-
九
六
年
に
か
け
て

マ
ニ
ラ
郊
外
に
は
中
国
入

の
た
め
新
た
に
居
留
地
が
設
定
せ
ら
れ
、

一
五
九
六
年
に
は
さ
ら
に

一
万

二
千
人

の
中
国
人
が
強
制
送
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

一
六
〇
二
年

(万
暦

三
十
年
)

に
な
る
と
、
潭
州
か
ら
中
国
官
吏
が
派
遣
さ
れ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
金
鉱
探
索
を
行
う
と
い
う
珍
事
が
お
こ

っ
た
。
と
い
う

の
は
、
明
朝
で
は
永
年
に
わ
た

っ
た
宮
廷

の
奢
修
に
加
え
て
内
乱
頻
発
の
た
あ
国
費
の
欠
乏
を
き
た
し
、
政
府
は
財
源
あ
さ
り
に
狂
奔
し
て
、
悪
税
や
増
税
に
国
民
は
疲

れ
果
て
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
乗
じ

て
宙
官
が
横
暴
を
き
わ
め
、
か
れ
ら
は
鉱
山
開
発
を
奨
励
す
る
た
め
だ
と
称
し
て
国
内
各
地
に
派
遣
さ
れ
、
あ
ら
ん
限
り

の
悪
事
を

は
た
ら
い
て
政
府

の
信
用
を
失
墜
さ
せ
た
。
な
か
で
も
、
潭
州
に
派
遣
さ
れ
た
高
粟
と
い
う
の
は
悪
辣
を
き
わ
め
、
貿
易
税
を
極
端
に
課
重
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
徹
底

的
な
搾
取
を
行

っ
て
私
腹
を
肥
し
た
。

『
東
西
洋
考
」

に
は
と
く
に
税
瑠
考
と
い
う

一
巻
を
設
け
、
そ
の
状
況
を
詳
細
に
記
し
て
い
て
、
他
書
に
は
見
ら
れ
な
い
史
料
と

し

て
珍
重
す
べ
き
も

の
が
あ
る
。
高
菜
が
も

っ
と
も
問
題
を
お
こ
し
た
の
は
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
呂
宋
在
住
の
張
鍵
と
い
う
も
の
か
ら
、
同
島
の
機
易
山

(
カ
ビ
テ

島
?
)
に
金
鉱
が
出
る
と
い
つ
て
き
た
の
を
信
用
し
、
反
対
を
押
し
き

っ
て
海
澄
県
丞
の
王
時
和
ら
を
呂
宋

へ
派
遣
し
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
金
鉱
が
出
る
と
い

う
噂
は
全
く
事
実
無
根
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
た

の
だ
が
、

こ
れ
が
ス
ペ
イ

ン
側

の
誤
解
を
招
き
中
国
に
対
す
る
感
情
を
悪
化
さ
せ
た
。

つ
い
に
そ
の
翌
年

一
六
〇

三

年

(万
暦
三

一
年
)
、

二
万
五
千
か
ら
三
万
人
に
上
る
と
い
わ
れ
る
在
留
中
国
人
が
虐
殺
さ
れ
た
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
最
大
の
惨
事
が
お
こ

っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
十
年
ば
か
り
し
て
、

一
六

一
四
年

(万
暦
四
二
年
)
高
来
は
失
脚
し
て
中
央
に
召
喚
さ
れ
た
。

こ
の
地
方

の
人
々
が
快
哉
を
叫
ん
だ
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
。
四
年
後
に
出
版
さ
れ
た

『
東
西
洋
考
』

に
そ
の
悪
事
が
特
筆
大
書
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
高
案
が
福
建

に
在
任
し
た
の
は

一
五
九
八
i

一
六

一
四
年

(万

暦

二
六
ー
四
二
年
)
の
十
六
年
に
わ
た

っ
た
。
鉱
山
開
発
の
こ
と
は
す

で
に

一
六
〇
六
年
に
停
止
さ
れ
て
い
る
が
、

一
六

一
四
年
に
は
広
東
省
の
徴
税
を
兼
任
し
、

そ
の

地
方
に
お
い
て
も
怨
嵯
の
的
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
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(四)

 

さ

て

『
東

西
洋
考
』

が
作

ら
れ
た

の
は
、

ポ

ル
ト
ガ

ル
、

ス
ペ
イ

ン
の
東

洋

に
お
け

る
覇

権

は
す

で

に
衰

え
ん

と
し
、

新
興

の
オ
ラ

ン
ダ
が

こ
れ

に
代

っ
て
進

出
を
始

あ
た
と

き

で
あ

っ
た
。

ひ
る
が
え

っ
て
思

う

に
、

ポ

ル
ト

ガ

ル
は

一
四
九

七
年
ヴ

ァ

ス
コ

・
ダ

・
ガ

マ
が
喜

望
峰

廻
り

の
イ

ン
ド
航
路

を
発

見
し

て
以
来
、

一
五
〇

二
年

に
は

イ

ン
ド

の
ゴ

ア
を
占

領

し
、

一
五

一
一
年

に
は

マ
ラ

ッ
カ
を
、

翌
年

に
は

ア

ン
ボ

イ
ナ
島

を
取

っ
て
、

モ
ル

ッ
カ
群
島

を

支
配
下

に
お

い
た
。

ト

メ

.

ピ

レ

ス

↓
。
ヨ
ひ
霊
話
ω

を
広

東

に
派

遣
し

て
、
中

国
と

の
直

接
通

商
を

企
図
し

た

の
は

一
五

一
七
年

の
こ
と

で

あ

る
。

そ

の
後

一
五
五

七
年

(嘉
靖

三
六
年
)

に
い
た
り

、

よ
う

や
く
襖

門

ζ
碧
餌
o

に
根

拠
地
を

得

て
極
東
貿

易
を

独
占

し
、

と
く

に
日
本

貿
易

で
は
巨
利

を
収

め
た

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
た

め
、

ス
ペ
イ

ン
は

フ

ィ
リ
ピ

ン
群

島

に
釘

付
け

に
さ
れ

た
ま
ま

で
、
極

東

に
お

い
て
自
由

に
手

足
を

伸
ば

す

こ
と
が

で
き

な
か

っ
た
。

一
六

世
紀

の
末

に
近
づ

く

と
、

オ

ラ

ン
ダ

の
進

出

の
勢

い
が

め
ざ

ま

し
く
、

ポ

ル
ト
ガ

ル
領

の

マ
ラ

ッ
カ
と
漢

門
間

の
海

上
連
絡
も

、

オ
ラ

ン
ダ

艦
隊

の
た
め

に
し
ば

し
ば
遮

断
さ

れ

る
と

い
う
状

態

で
、
懊

門

を
中

心
と
す

る

ポ

ル
ト
ガ

ル
の
極

東
貿
易

も

よ
う

や
く
凋

落

を

み
せ
は

じ
め
た
。

こ
と

に

一
六

一
三
年

(慶

長

一
八
年

)
か

ら

の
日
本

に
お

け

る
キ
リ

ス
ト
教

の
禁

止
は
、

貿
易

と
布

教

と

の
関
係

を

不
可
分

の
も

の
と
す

る
ポ

ル
ト

ガ

ル
や

ス
ペ
イ

ン
の
立

場
を
著

し
く

不
利

に
し

た
わ
け

で
あ

る
。

こ
れ

に
対
し

て
、

オ
ラ

ン
ダ

は

一
五
八

一
年

ス
ペ
イ

ン
か

ら
独

立
し

て
以
来
、

極
東

へ
の
発
展

を
め
ざ

し
、

一
五

九
六
年

に
は

ジ

ャ
ワ
島

の
バ

ン
タ

ム

しU
鋤
三
鋤
ヨ

(
ジ

ャ
カ

ル
タ

の
西
北
)

に
到
達

し
、

一
六

〇

五
年
以

後

は

モ

ル
ッ
カ
群

島

に
勢

力
を
伸

ば
す

と

と
も

に
、

マ
ラ

ヤ
半

島

な
ど
各

地

に
積

極
的

に
根
拠
地

を

求
あ

た
。

一
⊥企

九
年

(万
暦

四
七
年
)

す
な

わ
ち

『
東

西
洋

考
」

が
出

版

さ

れ
た

翌
年

に
は
、

オ
ラ

ン
ダ

の
総

督

ク
ー

ン

冒
コ

勺
同9
2
ω
N
。8

0
。窪

が

バ
タ

ビ
ア
市
を

建
設

し

て
、

蘭

領
イ

ン
ド
経

営

の
基

礎
を
築

い
た
。

そ
う

し

て
、

イ
ギ
リ

ス
の

モ
ル

ッ
カ
群

島

へ
の
進

出
を

防
ぐ
た

め

に
、

ア

ン
ボ

イ
ナ
島

の
虐
殺
事

件
を

ひ
き

お

こ
し
た

の
は

一
六

二

三
年

の

こ
と

で
あ
る
。

『
東

西
洋

考
』

の
下

港
、

す

な
わ

ち

バ

ン
タ

ム
の
条

に
は
、

オ

ラ

ン
ダ

人

(
紅

毛
)

が
近

ご

ろ
礼

拝
寺

(
キ
リ

ス
ト
教
会

堂
)

を
そ

こ
に
建

設
し

た
と

記
し

て

い
る
。

ポ

ル
ト
ガ

ル
、

ス
ペ
イ

ン
人
が
中

国
人
か

ら

フ

ラ

ン
キ

(仏

郎
機

)

と
呼

ば

れ
た

の
に
対

し
、

オ

ラ

ン
ダ

人
は
紅

毛
と

い
わ
れ

た
。

ち

な
み

に
、

フ
ラ

ン
キ
と

は
西

ア

ジ

ア
人

が
ポ

ル
ト
ガ

ル
、

ス
ペ
イ

ン
人
を

さ
し
た

呼
び

名

で
あ

る
。

『
東
西
洋
考
」

で
は
、

こ
の
紅

毛

の
極
東

進
出

に

つ
い

て
非

常
な

関

心
を

示
し

て

い
る
。

本
書

で
は

日
本
と

紅
毛

番
と

に

一
巻
を

あ

て
て

い
る
が
、
後

者

の
概

要

を

の

べ
る

と

つ
ぎ

の
ご

と

く

で
あ

る
。

紅

毛

は

ス
ペ
イ

ン
が

呂
宋
を

根
拠

に
し

て
中
国

と
貿
易

し

て
い
る

の

一
六

・
七
世
紀
の
極
東
に
お
け
る
列
強
勢
力
の
交
替
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一
六

・
七
世
紀
の
極
東
に
お
け
る
列
強
勢
力
の
交
替

を
羨
望
し
、
大
艦
を
も

っ
て
ジ
ャ
ワ
と

マ
ラ
イ
半
島
東
岸
の
大
泥

勺
讐
曽
三

と
の
間
を
横
行
し
、
ど
こ
か
に
然
る
べ
き
基
地
を
獲
得
し

ょ
う
と
し

て
い
る
。
か

つ
て
オ
ラ

ン
ダ
人
は
呂
宋
に
向

っ
た
が

ス
ペ
イ
ン
側
か
ら
相
手
に
さ
れ
す
、
ま
た
襖
門

に
向

っ
た
が
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
に
撃
退
さ
れ
た
。

こ
こ
に
呂
宋
に
向

っ
た
と
い
う
の
は
、

一
六

〇
〇
年
オ
ラ
ン
ダ

の
提
督
ノ
ル
ド

9
ぞ
①
「
<
9
昌
Z
o
o
憎舞

が
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
襲
撃
し
た
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
海
澄
県
出
身
で
永
年
に
わ
た
り
大
泥
に
居
住
し
て
い
た
李
錦
と
い
う
も
の
が
、
同
志
と
と
も

に
オ
ラ

ン
ダ
提
督
の
章
麻
郎

(
『
東
西
洋
考
』

に
麻
章
郎
と

書
く
は
誤
り
)

妻
旨
鑓
巳

く
き

ζ
母
≦
閤
評

に
、
当
時
潭
州
に
い
た
宙
官
の
高
菜
に
賄
賂
を
贈
れ
ば
、
膨
湖
島
に
基
地
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
と
提
言
し
た
。
オ

ラ
ン
ダ
は
早
速
こ
れ
を
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
が
、

中
国
官
吏
の
厳

重
な
反
対
に
あ

っ
て
実
現

の
見
込
み
が
立
た
な
か

っ
た
。

】
六
〇
四
年

(
万
暦

三
二
年
)

の
こ
と

で
、
焦
燥
に
か
ら
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
側
は
二
隻

の
大
艦
を
派
遣
し

て
膨
湖
島
上
陸
を
強
行
し
、
既
定
事
実
を

つ
く
り
あ
げ
ん
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
オ
ラ
ン

ダ
の
企
図
は
失
敗
に
終
り
、
何
ら
得
る
と
こ
ろ
な
く
し
て
大
泥
に
帰

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
以
上
は
た
だ

『
東
西
洋
考
』
に
の
み
伝
え
ら
れ
、

『
明
史
」
外
国
伝

の
和
蘭

の

条
は
も

っ
ぱ
ら
そ
れ
に
よ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
オ
ラ
ン
ダ
側
の
記
録
と
も
よ
く

一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
が
台
湾
を
占
領
す
る
の
は
、
よ
う
や
く

一
六
二
四
年

(天
啓
四
年
)

に
な

っ
て
か
ら
で
、
そ
の
占
領
は

一
六
六

一
年

(順
治

=

年
)
鄭
成
功
に
追
出
さ
れ

る
ま
で
四
十
年
近
く
続
い
た
。
や
が
て
、
オ
ラ
ン
ダ
が
ポ

ル
ト
ガ
ル
の
日
本
に
お
け
る
根
拠
地
平
戸
の
代
り
に
長
崎
を
開
か
せ
、

こ
こ
で
日
本
貿
易
を
独
占
す
る
よ
う
に

な
る
の
は
そ
の
間
の

一
六
四

一
年

(崇
禎

一
四
年
、
寛
永

一
八
年
)

の
こ
と
で
あ
る
。
ポ

ル
ト
ガ
ル
か
ら

マ
ラ
ッ
カ
を
奪
取
し
た

の
も
、
同
じ
く

一
六
四

一
年

の
こ
と
で

あ

っ
た
。

本
稿
は
何
年
か
ま
え
、
自
分
が
か

つ
て
奉
職
し
て
い
た
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

の
夏
期
講
座
に
お
け
る
講
演
筆
記
に
、
若
干
の
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

公
開
講
座
の
性
質
上
、
根

拠
と
し
た
史
料
な
ど
は
殆
ん
ど
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
、

つ
ぎ
に
そ
の
主
な
も
の
を
列
挙
し
て
お
く
。

e

東
西
洋
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
論
文
が
あ
る
。
和
田
清

「明
代
以
前

の
シ
ナ
人
に
知
ら
れ
た
る
フ
ィ
リ

ッ
ピ
ン
諸
島
」

(東
洋
学
報
十
二
巻
三
号
、
の
ち

『
東
亜
史
論
薮
』
に

収
録
)、
宮
崎
市
定

「南
洋
を
東
西
洋
に
分
つ
根
拠
に
就
い
て
」

(東
洋
史
研
究
七
巻
四
号
、
の
ち

『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
二
に
収
録
)
。

口

『東
西
洋
考
』
の
内
容
、
巻

一
-
四
西
洋
列
国
考
。
巻

五
東
洋
列
国
考
、
付
東
番
考
。
巻
六
外
紀
考

(日
本

、
紅
毛
番
)
。

巻
七
税
餉
考
。

巻
八
税
瑠
考
。

巻
九
舟
師
考
。

巻
十
-

十

一
芸
文
考
。
巻
十

二
逸
事
考
。

日

メ
ン
ド
ー
サ
の

『
シ
ナ
大
王
国
誌
』
は
、
岩
波
書
店
刊

「大
航
海
時
代
叢
書
」
W
、
長
南
実
、
矢
沢
利
彦
両
氏

の
訳
本
に
よ
っ
た
。
関
係
記
事
は
そ
の
第

二
部
第

一
巻
に
み
え
る
。
フ

ィ
リ
ピ
ン
総
督
ラ
ベ
サ
レ
ス
の
後
任
者
で
あ
る
サ
ン
デ

聞
冨
自
一ω8

ユ
。
の
⇔巳

①
の
、
林
鳳
事
件
に
つ
い
て
の
本
国
に
対
す
る
報
告
書
な
ど
は
、
パ
ス
テ
ル
ス

,

勺
ρ
匡
。

「
僧
。゚酔巴
。゚
の

霞
ω8
同お

αq
ひ
p
鈴
亀

ユ
。
国
臨
帥営
建
。。
第
二
巻

(
一
九
二
六
年
刊
)
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

一10一



四

林
鳳
な
ら
び
に
藩
和
五
事
件
に
つ
い
て
は
、
陳
荊
和
氏

の

『十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』

(
一
九
六

三
年
刊
、

詳
細
な
考
証
が
み
ら
れ
る
。

㈲

ス
ペ
イ
ン
統
治
時
代
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

つ
い
て
は
、
次

の
有
名
な
大
著
の

関
係
部
分
に

詳
記
さ
れ
て
い
る
。

H巴
き
傷
ρ
一お
ω
ー
一
〇。⑩
c。』
㎝
<巳
ω二
一8
ω1
一〇
〇8

東

南

亜

研

究

専

刊

之

二
)

に
、

東

西

文

献

を

比

較

対

照

し

た

き

わ

め

て

od
互

さ

国
ヨ
日
帥

き

匹

刀
。
げ
①
「
冨
。
ρ

冒
臼
窃

〉

"↓
冨

「
ピ
言

且
づ
①

ii

欄
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六
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七
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お
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