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元
朝
期
の
南
海
交
易
研
究
は
、
従
来
、
抽
分

(関
税
分
の
舶
貨
の
現
物
徴
収
)
や
禁
制
な
ど
管
理
面
の
み
に
重
き
が
置
か
れ
、
元
朝
が
交

易
に
参
与
し
て
直
接
利
益
を
得
る
と
い
う
経
営
面
に
は
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
『
元
典
章
』
戸
部
に
は
市
舶
則
法
二
十
三

條
が
残

っ
て
お
り
、
諸
先
学
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
抽
分

(
一
定
額
の
関
税
の
現
品
徴
収
)
や
禁
制
を
中
心
と
し
た
内
容

が
主

で
あ
り
、
交
易
そ
の
も
の
に
関
す
る
直
接

の
記
述
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
近
年
は
愛
宕
松
男
氏
の
論
考
を
端
緒
と
し
て
、

オ

ル

ト

ク

「斡
脱
」
o
r
t
u
y
と
呼
ば
れ
る
特
権
御
用
商
人
の
南
海
交
易
活
動
に
も
眼
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
高
栄
盛
氏
、
修
曉
波
氏
ら
に
よ
る

オ
ル
ト
ク
の
南
海
交
易
管
理
機
構
の
研
究
も
現
れ
た

。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
よ

っ
て
、
元
朝
の
南
海
交

易
経
営
の
形
態
が
具

体
的

に
明
示
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。

元
朝
の
南
海
交
易
支
配

・
経
営
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
商
人
と
元
朝
の
諸
官
府
が
ど
の
よ
う
に
関

わ

っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
様
々
な
官
府
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
の
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
南
海
交
易
に
関

四

日

市

康

博

元

朝

南

海

交

易

経

営

考

文
書
と
銭
貨
の
流
れ
か
ら

は

じ

め

に



わ
り
の
深
い
官
府
で
あ

っ
た
市
舶
司
、
行
泉
府
司

(あ
る
い
は
致
用
院
)
、
浙
江

・
福
建
に
置
か
れ
た
行
省
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
そ
れ
ぞ

れ
個

別
に
職
掌
や
制
度
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
察
し
、
各
官
府
が
ど
の
よ
う
に
連
動
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
、
南
海
交
易
に
関
す
る
元
朝
の
諸
制
度
の
持

つ
意
味
と
元
朝
の
行
政
全
体
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
商
人
と
元
朝
官
府
の
関
係
、
人
的
結
合
面
に
つ
い
て
は
機
を
改
め
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
主
に
制
度

面
か
ら
、
特
に
文
書
行
政
と
資
金
の
流
れ
と
い
う
側
面
か
ら
上
述

の
問
題
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
南
海

交
易

の
物
貨
や
資
金
が
ど
の
よ
う
に
動
き
、
そ
れ
に
関
連
し
て
元
朝

の
中
央
と
江
南
が
ど
の
よ
う
に
繋
が

っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、

元
朝

の
南
海
交
易
経
営
の
構
造

の

一
面
を
提
示
で
き
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

元
朝
の
南
海
交
易
支
配
は
、
南
宋

の
都
臨
安
を
陥
落
さ
せ
た
翌
年
、
至
元
十
四
年
(
1
2
7
7
)
に
市
舶
司
を
設
置
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
市
舶

司
に
よ

っ
て
管
領
さ
れ
る
南
海
交
易
の
利
権
は
、
と
り
わ
け
時

の
政
治
状
況
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
中
央
の
政
治
状
況
の
変
化
に
よ

っ
て

各
地

の
市
舶
司
は
統
廃
合
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
し
か
し
、
基
本
的
に
元
朝
の
市
舶
体
制
は
前
半
期
に
確
立
さ
れ
、
そ
の
体
制
が
後
代
も
踏
襲

さ
れ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
元
朝
前
半
期
に
あ
た
る
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
朝
か
ら
成
宗
テ
ム
ル
朝
に
か
け
て
の
南
海
交
易
の
支
配
体
制
は
、

中
央

の
中
書
省
あ
る
い
は
尚
書
省
に
入
閣
し
て
財
政
を
握

っ
た
宰
相

の
変
遷
と
連
動
し
て
そ
の
様
相
を
変
え
て
い
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
準
じ

て
大

き
く
四
期
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る

。

ま
ず
、
第

一
期
は
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
の
庇
護
に
よ
り
ア
フ
マ
ド
ロ
バ
ナ
ー
カ
テ
ィ
ー

(阿
合
馬
)
が
国
政
を
掌
握
し
て
い
た
至
元
十
四
年
(
1
2

7
7

)
か
ら
十
八
年
(
1
2
8
1
)
ま
で
で
あ
る
。
元
朝
に
お
け
る
市
舶
制
度

の
創
設
自
体
は
基
本
的
に
旧
南
宋

の
制
度
に
倣

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時

、
ム
ン
フ
テ
イ
や
ソ
ー
ド
な
ど
モ
ン
ゴ
ル
人
将
臣
の
統
轄

の
も
と
、
ム
ス
リ
ム
商
人
の
領
袖
と
し
て
有
名
な
蒲
壽
庚
や
江
南
漢
人
の

幽

元

朝

市

舶

体

制

の

沿

革



有
力
家
系
で
あ
る
楊
氏
や
王
氏
な
ど
が
市
舶
統
治
に
任
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
周
知
の
と
お
り
ア
フ
マ
ド
は
官
吏
の
任
命
権
を
専
掌
し
、
官

職
の
売
却
や
姻
戚
の
任
官
を
お
こ
な

っ
た
。
当
然
、
ム
ス
リ
ム
を
含
む
江
南

の
海
商
た
ち
も
多
く
官
位
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
フ
マ
ド
は

ま
た
、
売
官
に
よ

っ
て
多
く
の
者
を
官
位
に
就
け
る
と
と
も
に
、
多
く
の
官
衙
を
創
設

・
増
置
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
市
舶
司
の
創
設
に
よ

つ
て
元
朝
の
南
海
交
易
支
配
が
始
ま
り
、
ア
フ
マ
ド
の
財
政
手
腕
に
よ
っ
て
市
舶
制
度
の
礎
が
定
ま

っ
た
時
期
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
制
度

の
制
定

・
拡
大
が
な
さ
れ
た

「創
設
期
」
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

第

二
期
は
、
ア
フ
マ
ド
死
後
の
至
元
十
九
年

(
1
2
8
2

)
か
ら
二
十
三
年
(
1
2
8
6
)
ま
で
で
あ
る
。
ア
フ
マ
ド
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
伝
統
中
国
的

政
策

と
は
ほ
ど
遠

い
彼
の
政
策
に
非
難
が
集
中
し
、
増
設
さ
れ
た
官
衙

・
官
員
の
多
く
が
削
減
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
基

本
的
な
市
舶
制
度
に

変
わ

り
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
フ
マ
ド
期
の
残
務
処
理
と
行
政
改
革
を
担
当
し
た
中
書
右
丞
相

ハ
ル
ガ

ス
ン

(
和
禮
霍
孫
)
も
市
舶

制
度

に
関
し
て
は
こ
れ
と
い
っ
た
新
政
策
を
打
ち
出
さ
な
い
ま
ま
に
、
盧
世
榮
が
財
政
を
掌
る
平
章
政
事
に
抜
擢
さ
れ
た
。
そ
の
財
政
改
革

は
、
基
本
的
に
、
国
家
主
導
の
強
力
な
管
理
体
制
を
敷
く
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
市
舶
政
策
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
あ
ま
り
に

急
進
的
な
政
策
は
識
言
を
受
け
、
そ
の
財
政
改
革
は
成
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
な
く
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
元
朝
の
市
舶
政
策

の
基
盤
が
整
備
さ

れ
た

ア
フ
マ
ド
宰
執
期
と
市
舶
政
策
が
多
角
的
に
展
開
さ
れ
た
サ
ン
ガ
宰
執
期
、
そ
の
端
境
期
が
こ
の
時
期
で
あ
る
。
盧
世
榮

の
失
敗
が
、

後
を
受
け
た
サ
ン
ガ
の
政
策
に
生
か
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
元
朝
の
南
海
交
易
支
配
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
準
備
期
間
と
言
う
こ
と

も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
制
度
の
整
備

・
縮
小
が
は
か
ら
れ
、
新
制
度
の
試
行
が
お
こ
な
わ
れ
た

「準
備

・
試
行
期
」
で
あ
る
。

第
三
期
は
至
元
二
十
四
年
(
1
2
8
7

)
か
ら
二
十
九
年

(
1
2
9
2

)
ま
で
で
あ
る
。
ウ
イ
グ
ル
人
宰
相
サ
ン
ガ
が
執
政
を
担
当
す
る
と
、
再
び
売
官

や
縁
故
に
よ

つ
て
様

々
な
人
間
が
多
く
の
官
職
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
南
海
交
易
に
関
わ
る
代
表
的
な
財
務
官
僚
で
あ
る
シ

ハ

ー
ブ

ッ
デ
イ
ー
ン
目
ク
ン
ド
ゥ
ズ
イ
ー
の
よ
う
に
商
人
出
身
、
あ
る
い
は
商
人
と
深
い
縁
故
を
持

つ
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

も
数
多
く
、
彼
ら
は

元
朝

の
南
海
交
易
支
配
、
あ
る
い
は
資
本
の
出
資
に
よ
る
経
営
参
与

の
基
盤
を
整
備
し
た
。
こ
こ
に
至
り
、
杭
州
を
中
心
と
し
た
交
通

・
流

通
の
体

制
が
整
え
ら
れ
、
元
朝
が
市
舶
司

・
行
泉
府
司
を
通
じ
て
南
海
交
易
を
管
理
し
、
官
商

へ
の
出
資
を
通
じ
て
南

海
交
易
に
参
与
す
る

経
営
基

盤
が
確
立
さ
れ
た
。
オ
ル
ト
ク
と
い
う
資
本
運
営
制
度
と
南
海
交
易
が
行
政
上
、
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
こ



の
時
期
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
。

こ
の
と
き
、
南
海
交
易
を
統
轄
す
る
た
め
に
江
南
分
司
の
行
泉
府
司
が
置
か
れ
、
オ
ル
ト
ク
の
み

な
ら
ず
市
舶
、
海
運
を
も
管
轄
に
置
い
た
総
合
的
な
交
易
政
策
が
可
能
と
な

っ
た
。
制
度
の
定
着
化
が
進
み
、
行
政
の
拡
大
が
な
さ
れ
た

「確

立
期

(拡
張
期
)」
と
も
い
え
る
。

第

四
期
は
サ
ン
ガ
失
脚
後
の
至
元
二
十
九
年
(
1
2
9
2

)
か
ら
、
そ
の
後
江
南

の
海
運
の
実
権
を
ほ
ぼ
専
掌
し
た
朱
清

・
張
喧
の

一
族
が
失
脚

す
る
大
徳
五
年
(
1
3
0
1

)
ま
で
で
あ
る
。
サ
ン
ガ
が
失
脚
す
る
と
、
行
泉
府
司
や
そ
の
拠
属
の
海
運
万
戸
府
、
泉
州
か
ら
杭
州

へ
至
る
海
帖
な

ど
は
廃
止
さ
れ
、
漢
人
官
僚
ら
の
提
議
に
よ

っ
て
、
旧
南
宋
の
市
舶
体
制

へ
の
回
帰
が
は
か
ら
れ
た
。
『
元
典
章
』
に
収
録
さ
れ
る
有
名
な

市
舶

則
法
二
十
三
条
は
こ
の
時
の
制
定
に
か
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
サ
ン
ガ
宰
執
期
の
市
舶
体
制
が
無
に
帰
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
杭
州
で
南
海
交
易
経
営
の
機
軸
と
な

っ
た
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ
イ
ー
ン
は
助
命
さ
れ
、
引
き
続
き
南
海
交
易
と
関
わ

り
を
持

っ
た
。
他
方
、

政
敵

の
排
除
に
成
功
し
た
朱
清

・
張
喧

の

一
族
が
江
南
の
海
運
を
支
配
し
、
南
海
交
易
に
も
大

々
的
に
参
与
し
て
い
た
が
、
大
徳
六
年

(
1
3
0

N
)、
朱
清

・
張
喧
を
は
じ
め

一
族
共

々
失
脚
し
、
再
び
シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
!
ン
の

一
族
が
海
運
政
策
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
、

制
度

の
整
備

・
縮
小
が
は
か
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
ま
で
に
確
立
さ
れ
た
制
度
が
そ
の
後
の
定
制
と
し
て
習
慣
化
し
て
い

っ
た

「安
定
期

(緊

縮
期

)」
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
見
た
だ
け
で
も
、
交
易
関
連

の
行
政
機
関
が
中
央
の
政
治
状
況
に
合
わ
せ
て
拡
張
と
緊
縮
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
以
降
も
政
策
的
に
多
少
の
変
遷
は
あ
る
が
、
大
枠
で
見
る
な
ら
ば
、
第
三
期
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
市

舶
支
配
体
制
が
大
き

く
変
容
す
る
こ
と
は
な
く
、
拡
張
と
緊
縮
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
っ
た
。
仁
宗
朝
以
降
、
オ
ル
ト
ク
の
管
轄
府
た
る
泉
府
司
は
廃
止
さ
れ
て
し

ま
う

が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
オ
ル
ト
ク
の
制
度
が
無
く
な

っ
た
わ
け
で
も
、
オ
ル
ト
ク
を
管
轄
す
る
衙
門
が
無
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
も

な
か

っ
た
。
管
轄
の
職
掌
は
他
の
衙
門
に
移
管
さ
れ
て
、
引
き
続
き
南
海
交
易
経
営
が
続
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
度

重
な

る
行
政
機
構
の
改
編
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
海
交
易
の
支
配

・
経
営
が

一
定
の
機
能
を
維
持
し
続
け
ら
れ
た
の
は
、
ど
う
し
て
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。



元
朝

の
南
海
交
易
支
配
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
形
態
が
あ
る
。
ひ
と

つ
は
交
易
品
に
対
す
る

「抽
分

(関
税
徴
収
)
」
に
よ

っ
て
収

入
を
得
る
こ
と
。
も
う
ひ
と

つ
は
南
海
交
易
に
携
わ
る
商
人
と
交
易
を
お
こ
な

っ
て
利
益
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
国
家
が
交
易

に
参
与
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
支
配
と
い
う
よ
り
も
経
営
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
当
か
も
し
れ
な
い
。
後
者
の
場
合
は
、
さ
ら
に
、
①
訪
れ
た

商
人
を
相
手
に
直
接
、
元
朝
が
交
易
品
の
買
い
上
げ
を
お
こ
な
う
ケ
ー
ス

(以
後
、
仮
に

「交
易
品
買
上
」
と
呼
ぶ
)

と
、
②
元
朝
政
府
が

派
遣
使
節
や
商
人
に
資
本
を
出
資
し
、
運
営
さ
せ
て
利
益
を
回
収
す
る
ケ
ー
ス

(以
後
、
仮
に

「交
易
資
本
委
託
」
と
呼
ぶ
)
が
あ
る
。
こ

の
分
類
は
、
元
朝
下
の
南
海
交
易
に
限
ら
ず
、
ま
だ
カ
ラ

コ
ル
ム
を
都
と
し
て
い
た
憲
宗
ム
ン
フ
朝
期
の
交
易
に
お
い
て
も
同
様
の
分
類
が

な
さ
れ
て
い
る
。
同
時
期
に
ペ
ル
シ
ア
語
で
記
さ
れ
た
T
a
r
i
k
h
-
e
J
a
h
a
n
g
u
s
h
a

(『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
)
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

兜

だ
塚

に
は
い
く
つ
か
の
集
団
が
あ
る
。
あ
る

毒

は
、
鷲

か
ら
銀
,鎗
を
得
て
・
年

々
い
く
ら
か
ず

つ

〔利
益
を
〕
騒

に
も
た

ら

す

よ

う

取

り
決

め

た
。

す

な

わ

ち

、

近

ご

ろ

オ

ル
ト

ク

に

な

っ
て

い
る

者

た

ち

で
あ

る
。

先

の
時

代

、

彼

(
ム

ン

フ
)

の
吉

祥

な

る

ヤ

ル

ワ

グ

ハ
イ

ザ

即
位
よ
り
以
前
に
は
、
権
威
あ
る
オ
ル
ト
ク
た
ち
に
は
勅
令
書
と
牌
子
が
あ

っ
た
も
の
だ

っ
た
。
彼
ら
ほ
ど
重
ん
じ
ら
れ
、
豪
勢
な
者

ウ

ラ

グ

ア
ヴ

ァ
　

ゼ

ア

　

ト

た
ち
は
お
ら
ず
、
あ
る
者
た
ち
に
は
駅
馬
が
あ

っ
た
り
、
税

役
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
た
り
し
た
。
…

(中
略
)
…
あ
る

↓
群
は
、

皇
帝

の
賎
画
と
取
引
す
る
た
め
に
配
・叩
を
も

っ
て
く
る
。
こ
の
集
団
に
も
い
く

つ
か
種
類
が
あ
る
。
あ
る
者
た
ち
は
猛
.-な
に
値
を
つ

ノ
ヤ

　

メ

ヘ

イ

ハ

づ

ト
ト

け

、

あ

る
者

た

ち

は
衣

料

に

、

あ

る

者

た

ち

は
禽

獣

に

〔値

を

つ
け

る
〕
。

デ

ィ

　

ワ

　

ン

当
時

は
も
ち
ろ
ん
、
中
国
的
な
官
制
は
導
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
に

「行
政
府
」
と
呼
ば
れ
る
国
政
機
関
内
に
い
く

つ
か
の

部
署

が
あ
り
、
そ
の
ひ
と

つ
が
交
易
を
管
轄
す
る
部
門
で
あ

っ
た

(、)。

こ
の
史
料

の
前
半
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
の
②

「交
易
資

本
委

託
」
に
あ
た
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
商
人
た
ち
が
当
時
か
ら

「オ
ル
ト
ク
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
半
で
述
べ
ら
れ
て

一
一

南

海

交

易

支

配

の
二

形

態



い
る
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
宮
廷
に
直
接
商
品
を
持

っ
て
き
て
取
引
を
お
こ
な
う
商
人
た
ち
で
、
南
海
交
易
に
お
い
て
は
先

の
①

「交
易
品
買
上
」

に
相
当
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
元
代
前
期
に
オ
ル
ト
ク
た
ち
を
統
轄
し
た
斡
脱
総
管
府
お
よ
び
泉
府
司
の
長
官
で
あ

っ
た

ダ

　
ネ

ノ

ユ

マ

ノ
ト

テ

イ

　

ワ

　

ノ

ダ

　

ネ

ノ
ユ

マ

ノ
ド

の
は

「答

失

蛮
」
で
あ

っ
た
が
、
　

に
述
べ
ら
れ
る
行
政
府
の
長
官
は
答

失

蛮

の
父
ボ
ル
ガ
イ
で
あ

っ
た
。

こ
の

こ
と
か
ら
も
、
ム
ン
フ
時
代
の
交
易
の
監
督
と
元
朝
期
の
南
海
交
易

の
監
督
に
は
実
質
的
に
継
続
性
が
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

元
朝
の
南
海
交
易
に
話
を
戻
す
と
、
①

「交
易
品
買
上
」
に
関
し
て
は
、
元
朝
政
府
が
専
売
品
と
し
て
制
定
し
た
品

目
を
半
ば
強
制
的
に

買
い
取

っ
た
り
、
貴
重
な
商
品
を
宮
廷
が
直
接
高
額
で
買
い
取
る
と
い
っ
た
形
態
が
多
か

っ
た
。
筆
者
が
前
稿
で
取
り
あ
げ
た

「中
費
寳
貨
」

も
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
と
い
え
よ
う
。
先
に
挙
げ
た
　

に
も
あ
る
よ
う
に
、
②

「交
易
資
本
委
託
」
の
ケ

ー
ス
に
典
型
的
な
の
が

「オ
ル
ト
ク
」
と
呼
ば
れ
る
資
本
運
営
形
態

で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
示
す
史
料
と
し
て
、

〔盧
世
榮
〕
又
た
奏
す
ら
く
、
「泉
、
杭
二
州
に
市
舶
都
縛
運
司
を
立

つ
。
船
を
造
り
本
を
給
し
、
人
を
し
て
商
販

せ
し
む
に
、
官
は
其

の
利
七
を
有
し
、
商
は
其
の
三
を
有
す
。
私
に
海
に
浸
ぶ
者
を
禁
じ
、
其
の
先
に
蓄
わ
う
所
の
寳
貨
を
拘
し
、
官
、
之
を
買
う
。
匿
す

者
は
、
告
ぐ
る
を
許
し
、
其
の
財
を
没
し
て
、
半
も
て
告
ぐ
る
者
に
給
す
」
と
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
元
朝
政
府
が
交
易
船
を
建
造
し
て
、
「本
」
(資
本
)
を
商
人
に
与
え
て
交
易
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
記

述
は
先
学

の
多
く
か
ら
も
元
朝

の
交
易
形
態
を
表
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
お
り

、
特
に
中
国
の
研
究
者
か
ら
は

「官
本
船
貿
易
」

と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
い
る

。

こ
の
時
期
、
国
家
財
政
を
掌
る
首
平
章

の
地
位
に
あ

っ
た
盧
世
榮

の
政
策
に
よ
り
、
元
朝

の
財
政
政
策

は
国
家
統
制
の
色
合

い
を
強
め
て
い
た
。
上
奏
者
の
盧
世
榮
は
こ
の
直
後
に
失
脚
し
た
た
め
、
こ
の
政
策
が
そ
の
ま
ま

の
形
で
存
続
し
た
の

か
疑
問
も
残
る
が
、
利
益

の
配
分
率
は
と
も
か
く
、
交
易
船
を
は
じ
め
と
す
る
資
本
の
供
与
は
元
朝

一
代
を
通
じ
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
達
實
蜜
神
道
碑
に
は
、
ビ
チ
ク
チ
で
あ
り
、
オ
ル
ト
ク
を
管
掌
す
る
立
場
に
あ

っ
た
ダ
ー
ネ
シ
ュ
マ
ン
ド

の
至
元
年
間
前
半
期

の
事
跡
と
し
て
、

ダ

　

　

ノ

ユ
マ

ノ

へ

〔達

實

蜜
、
〕
斡
脱
総
管
府
を
監
す
る
を
兼
ね
、
持
し
て
國
の
假
貸
を
爲
む
。
歳
ご
と
の
出
入
を
灌
る
こ
と
、
憧
に
数
十
萬
定
な
り
。

繕
は
月
ご
と
に
子
八
萱
を
取
る
。
實
に
民
間
の
繕
三
分
を
取
る
者
よ
り
軽
き
こ
と
四
分
の
三
に
幾
し
。
海
舶
を
諸
蕃
に
市
す
る
者
に
與



、
う

)

と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
後
に

「泉
府
司
」
に
昇
格
さ
れ
る

「斡
脱
総
管
府
」
は
オ
ル
ト
ク
の
管
轄
府
で
あ
り
、
南
海
交
易
に
進
出
し
て
た
オ

ル
ト
ク
た
ち
に
資
本
金
の
み
な
ら
ず

「海
船
」
、
す
な
わ
ち

「官
本
船
」
も
供
与
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
成
宗
テ
ム
ル
の
大

徳
年
間
に
お
け
る
元
朝
と
イ
ル
ロ
ハ
ン
朝
の
交
流
を
示
す
記
述
と
し
て
、
松
江
嘉
定
等
庭
海
運
千
戸
楊
君
墓
誌
銘
が
あ
り
、
「致
用
院
」
が

「官

本
船

」
を

「西
洋
」

へ
派
遣
し
た
と
こ
ろ
、
イ
ル
目
ハ
ン
朝
の
ガ
ザ

ン
目
ハ
ン
が
元
朝
に
派
遣
し
た
使
節
と
遭
遇
し

、
大
都

へ
連
れ
帰

っ

た
事
情
が
述
べ
ら
れ
る

。
「致
用
院
」
は
、
オ
ル
ト
ク
の
統
轄
府
で
あ
る
行
泉
府
司
の
廃
止
と
設
置
が
繰
り
返
さ
れ
た
大
徳
年
間
に
、
行

泉
府

司
に
代
わ

っ
て
オ
ル
ト
ク

へ
の
資
本
投
与
と
南
海
交
易
経
営
を
司

っ
た
衙
門
で
あ
り

、
「西
洋
」
は
今
で
言
う
イ
ン
ド
洋
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
「官
本
船
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
官

の
資
本
に
よ
る
船
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
墓
誌

の
記
事
は
、
元
朝
が

国
の
資
本
で
商
人
を
イ
ン
ド
洋
に
派
遣
し
て
交
易
を
代
行
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
交
易
に
派
遣
さ
れ
た
楊
福
が
オ
ル

ト
ク
で
あ
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
折
ら
ず
、
戸
籍
上
、
斡
脱
戸
に
編
入
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
も
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
お
こ
な

つ

て
い
る
交
易
形
態
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
オ
ル
ト
ク
そ
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ル
　
ハ
ン
使
節
が
朝
貢
と
交
易
を
終
え
、
帰
還
す
る
段
に
な
る
と

元
朝
側
か
ら
も
改
め
て
楊
椹
が
返
礼
使
節
と
し
て
再
び
派
遣
さ
れ
、
ホ
ル
ム
ズ
で
交
易
を
お
こ
な

っ
て
帰
還
し
た
。
こ

の
と
き
、
楊
枢
は
商

人
と

し
て
で
は
な
く
、
官
位
を
帯
び
た
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
お
こ
な

っ
て
い
る
交
易
形
態
は
オ
ル
ト
ク
と
し
て
派

遣
さ
れ
た
場
合
と
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
墓
誌

で
は
、
使
節
派
遣
の
際
に
は
楊
椹
が
自
己
資
本
に
よ

っ
て
交
易

を
お
こ
な

っ
た
こ
と

が
強
調
さ
れ
る
が

、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
通
常
は
交
易
資
本
の

一
切
が
官
側
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

。

つ
ま
り
、
オ
ル
ト
ク
に
よ
る
交
易
も
、
使
節
派
遣
に
際
し
て
資
本
を
委
託
す
る
交
易
も

、

「交
易
資
本
委
託
」
と
い
う
形
態
に
お
い
て
は

大
き
な
差
異
は
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
オ
ル
ト
ク
に
よ
る
交
易
の
場
合
、
往

々
に
し
て

「交
易
品
買
上
」
と

「交
易
資
本
委
託
」
の
両
形
態
を
同
時

に
備
え
て
い
た
場
合

が
多

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
元
典
章
』
に
収
め
ら
れ
る
以
下
の
条
文
で
あ
る
。

つ

ム

ハ

ノ

マ

ド

大
徳
元
年
八
月
、
福
建
行
省
が
准
け
た
中
書
省
の
杏
。
江
浙

行
省
の
杏
。
杭
州
税
課
提
塞
司
の
申
。
馬
合
謀
の
、
行
泉
府
司
が
折
し
た



な
ど

あ

も

降
真
、
象
牙
等
の
香
貨

の
官
物
は
、
憤
三
千
錠
を
付
し
、
紗

一
百
錠
を
納
税
す
る
も
の
に
該
た
る
が
、
本
人
が
費
撃

つ
聖
旨
に
は

「税

あ

を

納

め

る

に
該

た

ら

な

い

」

と

あ

る

。

ム

ハ

ノ

マ

に

が
あ
レ
　

こ
の
条
文
は
、
「馬
合
謀
」
と
い
う
名
の
オ
ル
ト
ク
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「行
泉
府
司
が
折
し
た
降
真
、
象
牙
等
の
香
貨
の
官
物
」

と
は
、
彼
が
も
た
ら
し
た
香
貨
を
行
泉
府
司
が
紗
に
よ

っ
て
買
い
取

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「償
三
千
錠
を
付
し
、
砂

一
百
錠
を
納

税
す
る
」
と
あ
る
か
ら
、
行
泉
府
司
か
ら
は
代
価
と
し
て
紗
三
千
錠
が
支
払
わ
れ
、
本
来
は
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
課
税
分

の
百
錠
が
徴
収
さ
れ

ム

ハ

ン

マ

ト

る
は
ず
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
い
う
馬
合
謀
は
オ

ル
ト
ク
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
交
易
資
本
は
元
朝
か
ら
貸
与
さ
れ
た
も
の
で
あ

ム

ハ

ノ

マ

ト

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
馬
合
謀
は
元
朝
か
ら
借
り
受
け
た
資
金
で
香
貨
を
買
い
付
け
て
持
ち
帰
り
、
そ
れ
を
行
泉
府
司
に

「官

物
」
と

し
て
売
却
し
て
代
価
を
受
け
取
り
、
し
か
る
後
に
利
益
を
元
朝
と
規
定
に
従

っ
て
分
配
し
、
元
金
を
返
却

(或

い
は
引
き
続
き
借
用
)

し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
オ
ル
ト
ク
と
い
う

「交
易
資
本
委
託
」
と
元
朝
に
対
す
る

「交
易
品
買
上
」
を
同
時
に
お
こ
な

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
が
、

一
過
的
で
特
殊
な
も
の
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
『
元
典
章
』
に
は
続
け
て
、
江
浙

行
省

ア

ラ

　

ノ
ヂ

ィ

じ

ノ

ム

ハ

ノ

マ

ト

ユ

ス

フ

な

と

オ

ル

ト

ク

た

ム

お

こ

な

ム

ハ

ン

マ

ト

が

「
阿
老
瓦
丁

馬
合
謀
、
亦
速
福
等
の
斡
脱
毎
が
買
費
を
倣

っ
た
な
ら
ば
」
と
他
の
オ
ル
ト
ク
に
対
し
て
も
馬
合
謀

の
事
例
を
適
用
さ
せ

る
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
オ
ル
ト
ク
が
南
海
交
易
を
お
こ
な

っ
た
場
合
に
、
単
に

資
金

の
貸
借
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
元
朝
と
の
直
接
交
易
も
お
こ
う
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う

。

唐

以
来
、
中
国
歴
朝
の
市
舶
制
度
の
な
か
に
は
、
半
ば
自
動
的
に
宝
貨
を
宮
廷
に
買
い
入
れ
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
宋

代
に
は
外
国
使
節
や
商
人
か
ら
宮
廷

へ
の
物
貨
献
呈
は

「進
奉
」
ま
た
は

「呈
様
」
と
呼
ば
れ
、

一
般
の
市
舶
物
貨
買
上
と
は
区
別
さ
れ
た

.轡
。
元
朝
も
ま
た
例
外
で
は
な

い
。
元
朝
期

の
漢
語
史
料
に
は

「呈
様
」
「収
市
」
と
い
っ
た
語
は
見
ら
れ
な
い
が
、

「進
奉
」
ま
た
は

「拝

三

交

易

品

買

上

に

お

け

る

文

書

の

行

移



見
」

と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
形
式
的
に
は
元
朝
宮
廷
に
対
す
る
贈
呈
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
元
朝
宮
廷

と
の
交
易
、
す
な
わ

ち

「中
費
寳
貨
」
の
具
体
的
な

一
形
態

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
元
典
章
』
戸
部
、
市
舶
に
収
め
ら
れ
る

「市
舶
則
法

二
十
三
條
」
に
は
、

っ

あ

る

ニ
ち
ら

つ
か

い

た
ち

此
れ
に
爲

い
て
。
至
元
三
十
年
四
月
十
三
日
に
、
奏
し
た
事
の
内
の

一
件
。
〔中
書
省
が
〕
「或
是
い
は

這
よ
り
差
わ

し
て
去

っ
た
使
臣
毎

あ

ろ

り

も
の

い

そ
の
よ

つ

ち
な

い

っ

ぽ

ん

か
く
し
も

あ
ず
か

が

『
那
裏
か
ら
拝
見
に
上
し
て
來
た
的
で
あ
る
』
と
麿
道

っ
て
、
那
般
に
因
ん
で
、
百
姓
毎
の
銭
物
を
爽
帯

っ
て
、
官
司
の
抽
分
に
與

そ

り

ょ

　ユ

も

の

お

よ

あ

ろ
ろ

ぽ
ワ
の

い

っ

は

ん

き

ま

り

も

と

ら
な
い
。
那
般
に
行
う
的
が
多
い
。
今
後
、
但
そ
那

か
ら
來
た
的
は
、
百
姓
毎
の
体
例
に
依

っ
て
抽
分
を
要
め
よ
。
若
し
拝
見
す
る
物

そ
の
ば

こ

い
く

い

か

が
有
る
な
ら
ば
、

那

で
、
行
泉
府
司
で
、
行
省
で
、
明
白
に

『這

の
些
ら
か
の
物
件
は
舞
見
に
上
し
て
去
く
』
と
麿
道

っ
て
数
目
を
爲

ム

が

も

こ
ろ
ら

い

ぜ

ん

あ
ず

か
く
れ
た
こ
ニ
う

も
の

つ

み

い
て
、
那
の
爲
い
た
数
目
を
与
將

っ
て
這

に
來
い
。
在
前
の
よ
う
に
抽
分
に
与
か
ら
ず
、
背

地
に
隠
藏
し
て
上

し
て
來
た
的
は
罪
過

そ

フ

ぜ

ん

よ

う

そ

の

よ

つ

有

り

と

せ

よ

」

と
商

量

し

て
、

奏

し
た

な

ら

ば

、

「
是

し

い
。

那

般

に

せ

よ

」

と

の
聖

旨

で

あ

っ
た
。

と

い
う

よ

う

に

、

「拝

見

し

て
上

」

す

物

貨

に

つ
い

て

の
規

定

が
定

め

ら

れ

て

い

る
。

「拝

見

」

と

は

、

特

別

に
宮

廷

に
献

呈

品

を

も

た

ら

エ　

つ

ば

ん

の

た
だ
あ
ち
ら
か
ら
き
た
も
の

い

っ

は

ん

の

き

ま

り

す
行
為
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
通
常
と
は
違

っ
た
処
置
が
と
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「百
姓
毎
的
銭
物
」
や
「但

那

來
的
」
が
「百
姓
毎
的
体
例
」

に
従

っ
て

「抽
分
」
(関
税
の
物
品
徴
収
)
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

「拝
見
」
す
る
物
貨
は

「抽
分
」
を
免
れ

る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
た
め
、
そ
れ
に
か
こ
つ
け
て

「抽
分
」
を
逃
れ
る
者
が
続
出
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
、
関
連
各
司

(市
舶
司
が

「抽
分
」
を
お
こ
な
う

現
場
、
行
泉
府
司
、
行
省
)
で
申
告
を
お
こ
な
わ
せ
て
数
量
を
確
認
し
、
そ
の
文
書
を
中
央
ま
で
移
行
す
る
よ
う
制
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

つ
た
。
こ
の
時
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
吏
績
の
移
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
、
同
じ
条
文
中
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

如
し
希
筆
貴
細
の
物
を
進
呈
す
る
こ
と
が
有
れ
ば
、
亦
た
市
舶
司
に
仰
せ

つ
け
て
見
数
を
経
由
し
、
泉
府
司
は
行
省
に
具
呈
し
、
行
省

か

き

ら
る

は
開
坐
し
て
移
盗
し
、
中
書
省
は
聞
奏
せ
よ
。

す
な
わ
ち
、

「拝
見
」
の
物
貨
に
あ
た
る

「希
牢
貴
細
之
物
」
の
進
呈
が
あ
れ
ば
、
市
舶
司
が
上
司
の
行
泉
府
司
に

「数
目
」
を
報
告
し
、

行
泉

府
司
は
そ
れ
を
記
し
た
呈
を
行
省
に
送
り
、
行
省
は
書
き
写
し
て
中
書
省
に
咨
を
送
り
、
中
書
省
が

ハ
ー
ン
に
聞
奏
す
る
と
い
う
手
続

き
が
踏
ま
れ
た
。
「拝
見
」
の
物
貨
が
江
南

か
ら
中
央

へ
も
た
ら
さ
れ
る
た
め
の
行
政
的
な
手
続
、
文
書

の
行
移
経
路

が
確
定
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。



ま

た
、

『
元

史

』

張

珪

傳

に

は
、

　

ル

ト

ク

く

み

又
た
、
有
司
聰
要
す
る
に
非
ざ
れ
ど
も
和
買
す
る
は
、
大
抵

皆
な
時
貴
の
斡
脱
中
寳
の
人
に
與
す
る
な
り
。
妄

り
に
呈
献
を
稻
し
、

む
さ
ぼ

そ
む

ン
ハ
　
ブ
ノ
デ
イ
　
ン

こ
の
こ

回
賜
を
給
わ
る
を
冒

る
。
其
の
直
を
高
む
る
こ
と
且
に
十
倍
。
國
財
を
意
轟
し
、
暗
行
し
て
用
に
分
く
。
沙

不

丁

の
徒
の
如
き
は
、
頃

ろ
増
債
中
寳
の
事
を
以
て
敗
れ
し
も
、
吏
憤
を
具
存
す
。

と
、
オ
ル
ト
ク
の

「中
費
寳
貨
」
に

つ
い
て
、
財
務
官
僚

の
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ
ィ
ー
ン
の
失
脚
後
も

「吏
憤
」
が

「具
存
」
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
伝
え
ら
れ
る
。
「吏
績
を
具
存
す
」
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
元
朝
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
行
政
措
置
が
と
ら
れ
る

場
合
、
そ
の
公
文
書
に
は
行
移
過
程
が
記
さ
れ
、
案
件
内
容
を
示
す
公
文
書
が
引
用
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
衙
に
は
公
文
書
の

写
し
が
保
管
さ
れ
、
必
要
が
あ
れ
ば
当
該
案
件
に
対
す
る
各
官
衙
の
提
言
や
上
司
の
裁
定
、
行
移
の
経
路
が
参
照
さ
れ
た
。
こ
こ
に
い
う

「吏

憤
を
具
存
す
」
と

い
う
の
は
、
「中
責
寳
貨
」
に
関
す
る
行
政
措
置
が
記
さ
れ
た
公
文
書
の
写
し
が
関
係
官
衙
の
市
舶
司
や
行
省
な
ど
に
保

管
さ

れ
、
所
定
の
行
政
手
続
き
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「中
費
寳
貨
」
が
政
府
公
認

の
官

民
交
易
と
し
て
制
度
化
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
ち

し
か

ろ

つ

か
わ

ロ
い

っ

た

た

ち

上
述

の

『
元
典
章
』

の
条
文
は

「
這
裏

差

去
的
使
臣
毎
」

(元
朝
側
か
ら
海
外
に
派
遣
し
た
使
臣
)
を
対
象
に
し
た
も

の
で
あ
る
が
、

一
般
的
に
は
む
し
ろ
、
商
人
や
オ
ル
ト
ク
が

「拝
見
」
の
品
を
も
た
ら
す
場
合

の
ほ
う
が
多
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
証
左
と
し
て

『
元

典
章
』
に
収
め
ら
れ
る

「進
奉
」
「拝
見
」
に
関
す
る
憲
宗
ム
ン
フ
の
聖
旨
が
挙
げ
ら
れ
る
。

み
ず
か

そ
れ
と
と
も

撒
花
な
ど
の
物

(進
呈
物
)
は
、
民
か
ら
取
給
し
な
い
も
の
は
無
い
。
…

(中
略
)
…

始
め
に
朕
が
躬

ら
斯
の
弊
を
断
絶
す
る
。
除

外

レ

へ

み

な

に
軍
前
克
敵

の
物

(戦
利
品
)
井
び

・

の

撒

を
、

竿
に
用
う
こ
と
は
並
行

禁
絶
す
る
。
内
外
の
官
吏
は
此
れ

き

ま

り

を

視

て

例

と

爲

せ
。

こ

れ

は

、

官

吏

が

民

に
贈

り

物

を

強

要

し

て
搾

取

し

て

い

る

こ

と

を

正

す

た

め

に

、

ム

ン

フ
H
ハ
ー

ン

が

自

ら

に

も

た

ら
さ

れ

る

「進

奉

」

を

禁

じ

た

勅

令

で

あ

る

。

「
進

奉

」

の
内

容

と

し

て
挙

げ

ら

れ

て

い

る

も

の

の
う

ち

、

「軍

前

克

敵

之

物

」

は
戦

利

品

を

指

す

が

、

「撒

花

」

は

贈

り

物

や

供

物

を

意

味

し

、

こ

の
場

合

「
舞

見

」

と

同

列

に
論

じ

ら

れ

て

い

る

(讐
。

注

目
す

べ
き

は
、

「
拝

見

」

「撒

花

」

の
物

を

「進



前
節

で
は
、
南
海
交
易
に
関
わ
る
文
書
の
行
移
過
程
を
考
察
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
文
書
通
達
上
の
話
で
あ

る
。
で
は
、
実
際

の

資
金
や
物
貨
の
流
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
至
元
二
十
八
年
(
1
2
9
1
)
の
宰
相
サ
ン
ガ
失
脚
後
、
宋
代
の
市
舶
法

へ
の

回
帰
を
意
図
し
て
制
定
さ
れ
た
市
舶
則
法
二
十
三
條
は
、

「南
人
燕
参
政
」
す
な
わ
ち
サ
ン
ガ
失
脚
後

の
新
政
府
宰
相

の
人
選
に

一
役
買
っ

た
と

い
わ
れ
る
燕
公
楠

の
上
奏
に
よ

っ
て
従
来
の
市
舶
則
法
が
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
以
前
の
状
況
に
つ
い

て
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

ち

か

ご

ろ

ム

ノ

ブ

テ

イ

ノ

ハ
　

フ

ン
デ

ィ

　

ノ
な

と

り

ゑ

き

も

と

め

か
ね

か

れ

ら

近
來
、
忙
兀
毫
、
沙

不

丁
等
は
自
己
に
利
息
を
尋

る
の
で
、
肛
毎
が
來
た
な
ら
ば
、
軍
毎
に
看
守
さ
せ
て
、
他
毎
の
肛
を
封
じ
て
し

え

ら

と

こ
の
よ
つ
な
し

だ

い

あ

ち

ら

わ

れ

ら

こ
ち
ら

ま
い
、
好
細

の
財
物
を
選
棟
ん
で
要

っ
て
し
ま
う
。
這

般
奈
何
で
あ
る
の
で
、
那
壁
の
肛
隻
は
出
て
來
な
く
、
哨
毎
は
、

這

か
ら
入

ゆ

まユ
の
た
ち

す

く
な

ぞ

た

も

し

ニ

と

み
だ

っ
て
去
く
的
毎
は
些
小
い
。
那
の
上
頭
、
市
舶
司
の
勾
當
は
壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

え

ら

と

上
記

の
燕
公
楠
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
二
人
は
海
軍
を
も

っ
て
交
易
船
を
封
鎖
し
、
強
制
的
に

「好
細
の
財
物
を
選
挾
ん
で
要

っ
て
」
し
ま
う

ノ

ハ
　

ブ

ノ
デ

ィ

　

ノ

ム

ノ

ブ

テ

イ

と
い
う
。
「沙

不

丁
」
と
と
も
に
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る

「忙
兀
壷
」
は
雨
漸
大
都
督
、
閏
廣
大
都
督
な
ど
と
し
て
江
南
攻
略
に
あ
た

っ

オ

ル

し

ク

奉
」
し
て
い
る
の
が

「斡
脱
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は

「拝
見
」
の
物
貨
を
も

っ
と
も
頻
繁
に

「進
奉
」
し
て
い
た
の
が
オ
ル
ト

ク
で
あ

っ
た
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
南
海
交
易
に
お
け
る

「進
奉
」
も
商
人
や
オ
ル
ト
ク
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
る

場
合
が
少
な
く
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。

以
上
に
よ
り
、
「交
易
品
買
上
」
と

「交
易
資
本
委
託
」
の
関
連
性
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

元
朝
政
府
は
オ
ル
ト

ク
に
交
易
資
金
を
付
与
し
、
間
接
的
に
交
易
を
お
こ
な
わ
せ
て
持
ち
帰

っ
た
貴
財
を
買
い
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
南
海
交
易
に
参
与
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
「交
易
品
買
上
」
と

「交
易
資
本
委
託
」
の
両
政
策
は
、
表
裏

一
体

の
関
係
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

四

運

営

資

金

の

支

出

と

交

易

利

益

の

上

供



た
タ
タ
ル
部
出
身
の
将
臣
で
あ
り

、
江
浙

行
省
成
立
後
、
至
元
十
四
年

(這
謡
)
の
泉
州
市
舶
司
創
設
の
際
に
そ
の
管
領
を
命
じ
ら
れ
、

市
舶

、
海
運
を
統
轄
す
る
立
場
に
も
あ

っ
た

。
し
か
も
、
市
舶
を
統
轄
す
る
任
に
あ

っ
た
ム
ン
フ
テ
イ
も
、
行
泉

府
司
を
管
領
し
て
い

た
シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ
イ
ー
ン
も
、
行
省
に
お
い
て
宰
相
位
を
有
し
て
い
た

。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
南
海
交
易
の
舶

貨
が
京
師
に
輸
送
さ

れ
る
際
に
は
、
市
舶
司
、
行
泉
府
司
、
行
省
と

い
う
経
路
を
経
て
中
央
の
中
書
省
に
文
書

の
行
移
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
ム
ン
フ
テ
イ
は
市

舶
司

の
管
領
と
行
省
の
宰
相
、
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ

ィ
ー
ン
は
行
泉
府
司
と
行
省
の
宰
相
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
南
海

交
易
に
関
わ
る
官
衙

で
要
職
を
兼
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
二
人
が
要
職
を
占
め
て
い
る
限
り
、
文
書
行
政
上
、
案
件
の
行
移
を
阻
害
さ
れ
る
心

配
が
無
く
、
江
南
に
お
け
る
政
策
決
定
権
を
握

っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
の
上
奏
に
お
い
て
燕
公
楠
は
両
者
が
財
物
を
着
服

し
て

い
た
か
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
は
多
分
に
宰
執

の
政
権
交
代
に
伴
う
前
政
権

へ
の
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り

え

ら

と

、
現
実
に

「市
舶
司
的
勾
當

(市
舶
司
の
公
務
ご

が
崩
壊
し
て
い
た
の
か
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。
「好
細

の
財
物
を
選
棟
ん
で
要

る
」

と
い
う

の
は
、
市
舶
司

・
行
泉
府
司
に
よ

っ
て
半
ば
強
制
的
に
交
易
品
の
買
上
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
実
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

。

し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
商
人
た
ち
が
離
れ
て
し
ま

っ
た
か
と

い
う
と
、
事
実
は
逆
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
、
シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
ー
ン

個
人
の
持

つ
人
脈
が
元
朝
と
商
人
た
ち
を
結
び

つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た

露
。

実
際
、
『
元
史
』
に
は
ム
ン
フ
テ
イ
や
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ

ィ
ー
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
真
珠
や
金
な
ど
南
海
交
易
に
か
か
る
舶
貨
を

フ
ビ
ラ
イ
の
も

と

へ
送

っ
て
い
た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
節
で
述
べ
た
文
書
行
政
の
経
路
に
従

っ
て
彼
ら
が
商
人
か
ら
買
い
取

っ
た
交
易

品
の

一
部
が
実
際
に
元
朝
の
中
央

へ
上
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

ム

ノ

ブ

テ

イ

(
a
)
江
浙

行
省
平
章

忙
忽
帯
、
真
珠
百
斤
を
進
む
。

ノ
ハ
　

づ

ア
デ

ィ

　

ノ

(
b
)
沙

不

丁
、
市
舶
司
の
歳
輸
な
る
珠
四
百
斤
,
金
三
千
四
百
爾
を
上
す
。

(b
)
は
市
舶
司
が
中
央

へ
上
供
を
お
こ
な

っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ
イ
ー
ン
は
市
舶
提
墾
司
で
は
な
か
つ

た
が
、
市
舶
司
の
上
司
で
あ

っ
た
行
泉
府
司
を
管
領
し
て
お
り
、
下
属
の
市
舶
司
が
得
た
南
海
交
易
の
利
潤
は
実
質
的
に
行
泉
府
司
に
よ
っ

て

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
a
)

の
場
合
、
市
舶
司
の
上
供
で
あ
る
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
時
、
ム
ン



フ
テ
イ
は
市
舶
司
を
管
領
す
る
立
場
に
あ
り
、
上
納
品
が

(
a
)
と
同
じ
く
真
珠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
行
為
が
市
舶
司
に
関
わ
る
も
の

で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。

(
a
)
の
上
供
が
お
こ
な
わ
れ
た
至
元
二
十

一
年
(
1
2
8
4
)
、
未
だ
シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ
イ
ー
ン
は
官
位
を
得
て
お
ら

ず
、
行
泉
府
司
も
設
置
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
行
泉
府
司
の
創
設
以
前
は
、
市
舶
を
管
領
す
る
ム
ン
フ
テ
イ
の
手
に
よ

っ
て

市
舶
司
に
か
か
る
上
供
が
お
こ
な
わ
れ
、
行
泉
府
司
設
置
以
後
は
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ
イ
ー
ン
の
手
に
よ

っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

な
お
、
(
b
)
に
は

「歳
輸
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
は
決
し
て

一
時
的
、

一
過
的
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
毎
年
中
央

へ
送
ら
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
制
度
化
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
に
よ
る
こ
の
歳
輸
は
、
南
海
交
易
を
め
ぐ
る
元
朝
の
財
政
シ
ス
テ
ム
の
中

で
ど

の
よ
う
な
位
置
付
け
に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
的
に
は
、
各
地
の
市
舶
司
に
お
い
て
は
舶
貨
が
抽
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
舶
庫
、
或

い
は
行
泉
府
司
の
官
庫
で
あ
る
に
収
蔵
さ

れ
た
後
、
中
央

へ
上
供
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に

「進
奉
」
「進
献
」
の
貴
財
や
そ
れ
を
運
ぶ
使
節
は
別
途
宮
廷

へ
送

ら
れ
た
。
ム
ン
フ
テ
イ
、
シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ
ィ
ー
ン
が
フ
ビ
ラ
イ
の
も
と

へ
送

っ
た
真
珠
な
ど
は
ま
さ
に
後
者
の
事
例
に
該
当
す
る
。

こ
れ
に

関
し

て
は
、
オ
ル
ト
ク
の
管
轄
府
の
行
泉
府
司
が
置
か
れ
て
い
た
時
期
と
廃
さ
れ
て
い
た
時
期
、
そ
れ
ぞ
れ
に
市
舶
則
法
の
条
文
が
残

っ
て

い
る

の
で
、
見
て
み
た
い

。

あ
つ
か

ほ
か

そ

の

た

つ

か

な

ら

(
c
)

一
、
各
庭
の
市
舶
司
が
毎
年
辮

っ
た
舶
貨
は
、
合
に
起
解
す
べ
き
貴
細
の
物
を
除
く
外
、
其
除
の
物
色

に
擦
い
て
は
必
須
ず

ち

か

変
売

せ
よ
。
杭
州
に
附
近
い
各
司
の
舶
貨
は
、
毎
年
、
當
年
の
十
二
月
終
わ
り
を
過
ぎ
ず
に
起
解
し
て
、
杭
州
の
行
泉
府
司
官
庫
に
赴

ず

い

し

か

け

っ
さ

ん

た

だ

ち

み

つ
も

き
、
舶
司
が
壼
時
開
い
た
歎
を
交
割
し
、
呈
を
行
省
に
具
し
て
有
司
に
令

し
て
随
即
に
時
債
を
佑
膿
ら
せ
よ
。

次
年
の
正
月
終
わ
り

み
つ
も
り

も
と

の
比
い
に
至
る
ま
で
に
須
く
佑
髄
を
要
め
て
完
備
し
、
行
省
は
預
め
選
牧
を
爲
せ
。

あ
つ
か

ほ
か

そ

の

た

つ

か

な

ら

(
d
)

一
、
各
庭
の
市
舶
司
が
毎
年
辮

っ
た
舶
貨
は
、
合
に
起
解
す
べ
き
貴
細
の
物
を
除
く
外
、
其
絵
の
物
色
に
糠
い
て
は
必
須
ず

た

だ

し

み

つ

も

か

か
わ

変
売

せ
よ
。
委
ね
る
所
の
監
抽
の
官
、
監
臨
の
有
司
は
、
随
即
に
實
直

の
償
銭
を
佑
計
り
、
再
び
干
磯
り
な
い
官
司
、
委
ね
た
廉
幹

み
つ
も

み

つ
も

ひ
と

と

く

そ
こ

正
官
に
令
し
て
復
た
佑

ら
せ
よ
。
〔両
者

の
佑
計
り
が
〕
相
い
同
し
く
、
別
に
官
を
顧
ね
民
を
損
ね
る
と
こ
ろ
が
無
け
れ
ば
、
民
間
に

ま

も

た

が

い

す
べ
か
ら

あ

わ

み

な

な

必
要
で
あ
り
井
た
急
用
に
係
ら
な
い
物
色
を
將

っ
て
、
数
を
験
分
し
て
、
互
相
に
配
答
し
、
須
要
く

一
併
せ
て
通
行
獲
責
し
、
紗
と
作



げ
ん
に
ん

い
つ
わ

う
け
お
ロ

ひ
と

し
て
解
納
せ
よ
。
見
任
の
官
府
、
灌
豪
勢
要
の
人
等
が
名
を

誰

っ
て

請

買
い
を
す
る
こ
と
は
並
し
く
許
さ
な
い
。
…

(以
下
略
)

そ

の
た

ま
ず
眼
を
引
く
の
は
、
舶
貨
が

「貴
細

の
物
」
と

「其
余

の
物
色
」
で
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「貴
細

の
物
」
は

「起
解
」
す
な

わ
ち
文
書
行
政
に
よ

つ
て
上
司
に
通
達
す
る
よ
う
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
「解
」
は
上
司

へ
の
文
書
行
移
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。

一
方
、

そ

の
た

「其

鯨

の
物

色

」

に

つ

い

て

は
全

て

「
変
売
」

す

る

よ

う

指

示

さ

れ

て

い
る

。

「
変
売
」

と

は
、

こ

こ

で

は
、

売

却

し

て
紗

に
換

金

し

て

し

そ

の
た

ま
う

こ
と
を
指
す
。

つ
ま
り
、
「貴
細
の
物
」
は
上
司
に
通
達
し
た
う
え

で
現
物

の
ま
ま
中
央

へ
送
り
、
「其
余

の
物
色
」
は
紗
に
換
金
し

て
上
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ム
ン
フ
テ
イ
が
送

っ
た

「真
珠
」、
シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
ー
ン
が
送

っ
た

「珠
」
と

「金
」
は
い
ず

れ
も

「貴
細

の
物
」
で
あ
り
、
「起
解
」
し
て
か
ら
現
物
の
ま
ま
中
央

へ
送
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ム
ン
フ
テ
イ
も
シ
ハ

ー
ブ

ッ
デ
ィ
ー
ン
も
市
舶
を
管
領
す
る
と
共
に
行
省

の
宰
相

で
あ

っ
た
か
ら
、
市
舶
司
な
ど
下
司
か
ら

「起
解
」
を
受
け
た
最
高
責
任
者
と

し
て
中
央

へ
歳
輸
を
お
こ
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次

に

(
c
)

の
至
元
三
十
年
則
法
と

(
d
)
の
延
祐
則
法

の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
て
お
き
た
い
。
両
者

の
違

い
は
、
や
は
り
舶
貨

の

抽
分

に
行
泉
府
司
が
介
入
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
行
泉
府
司
が
廃
止
さ
れ
た
後
の
延
祐
則
法
で
は
、

「監
抽
の
官
、
監
臨

の

有
司
」
が
舶
貨
の
評
定
を
お
こ
な

っ
た
後
、
現
場
と
関
わ
り
の
無

い
官
に
よ

っ
て
再
評
定
が
な
さ
れ
、
ま
た
、
監
察
官
が
現
場
に
立
ち
会
う

よ
う
決
め
ら
れ
て
い
る
。
不
正
を
防
止
す
る
た
め
に
二
重
三
重

の
監
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
至
元
三
十
年
則
法
よ
り
も
厳
重

な
チ

ェ
ッ
ク
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
貴
貨
は
中
央

へ
現
物
輸
送
、
そ
の
他
の
物
貨
は
紗
に
換
金
し
て
上
供
と
い
う

形
態
自

体
は
何
ら
変
わ
り
は
な
く
、
交
易
品
買
上
か
ら
中
央

へ
の
輸
送
ま
で
の
体
制
自
体
は
大
き
く
変
わ
ら
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
行
泉
府
司
が
廃
止
さ
れ
て
も
、
行
泉
府
司
が
果
た
し
て
い
た
機
能
自
体
が
無
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
市
舶
司
に
よ
る
収
入
は
年
ご
と
に

一
定
額
が
中
央

へ
送
ら
れ
て
い
た
が
、
市
舶
司
の
み
な
ら
ず
行
泉

府
司
が
得
た
南
海
交

易

の
収
入
も
中
央

へ
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
元
史
』
に
は
行
泉
府
司
の
南
海
交
易
経
営
に
関
連
し
て
次
の
記
事
が
あ
る
。

マ

　

ハ

ル

ク

　

ラ

ム

フ

ァ

ノ

ダ

ラ

イ

ナ

(
e
)

元
貞
二
年
、
海
商
の
細
貨
を
以
て
馬
八
見
、
唄
哺
、
梵
答
刺
亦
納
の
三
蕃
國
に
交
易
す
る
を
禁
じ
、
別
に
砂
五
萬
錠
を
出
し
て
、



ノ

ハ
　

ブ

ノ
デ

ィ

　

ノ

沙

不

丁
等
を
し
て
規
運
の
法
を
議
ら
し
む
。

ン

ハ
　

ブ

ノ
デ

ィ
ヒ
ド

ノ

(f
)

江
西
宣
慰
使

胡
願
孫
、
沙

不

丁
の
例
を
援
き
て
請
う
ら
く
、
「至
元
紗
千
錠
も
て
行
泉
府
司
を
為
り
、
珍
異
な
る
物
を
歳
輸

し
、
息
と
為
さ
ん
」
と
。
之
に
從
う
。

元
朝

の
南
海
交
易
経
営
に
お
い
て
は
、
江
南
か
ら
中
央

へ
一
方
的
に
財
貨
が
流
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
央
か
ら
江
南
の
官
府

へ
は

「規

運
銭
」
と
呼
ば
れ
る

一
定
の
運
営
資
本
が
支
出
さ
れ
、
財
務
官
僚
は
そ
の
資
本
を

「規
運
」

(運
営
)
し
つ
つ
、
「歳
輸
」
と
し
て
毎
年
、

関
税
と
交
易

の
収
入
を
中
央

へ
送

っ
て
い
た
。

(
e
)
の
例
で
い
え
ば

「紗
五
萬
錠
」、
(
f
)
の
例
で
は

「至
元
砂
千

錠
」
が

「規
運
銭
」

ノ

へ
　

ブ

ノ
テ

ィ

　

ノ

に
あ
た
る

。
特
に

(f
)
の
事
例
は
、
「沙

不

丁
の
例
」、
す
な
わ
ち
杭
州
の
行
泉
府
司
を
先
例
と
し
て
江
西
に
も
行
泉
府
司
を
創
設

し
て
南

海
交
易
経
営
を
お
こ
な
お
う
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
場
合
の
資
本
金
と
な

っ
て
い
る

「至
元
紗
千
錠
」

は

「中
統
砂
」
に
換

算
す

る
と
お
よ
そ

一
万
錠
に
相
当
す
る
。

(
e
)
の
例
で
元
朝
政
府
が
南
海
交
易

の
運
営
資
金
と
し
て
出
資
し
て
い
る

「砂
五
萬
錠
」
の
お

よ
そ

5
分

の
ー
の
規
模
で
あ
る
。
(
e
)
で
は
行
泉
府
司
が
南
海
交
易
で
得
ら
れ
た
利
益
が
中
央

へ
上
供
さ
れ
た
事
実

は
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
が
、

(f
)
に
お
い
て
江
西
に
置
か
れ
た
行
泉
府
司
は
杭
州
に
置
か
れ
た
行
泉
府
司
、
す
な
わ
ち
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
ー
ン
が
管
領
す
る
行

泉
府
司
の
運
営
方
法
を
規
範
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
杭
州

の
行
泉
府
司
も
当
然

「歳
輸
」
を
お
こ
な

っ
て
い
た
と
考
え
て
然
る
べ
き
だ
ろ

う
。
ま
た
、
(
e
)
で
元
朝
政
府
が
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
ー
ン
に
南
海
交
易
の
経
営
方
法
を
議
定
さ
せ
た
の
は
元
貞
二
年

(
1
2
9
6
)
で
あ
る
が
、

(
f
)
で
は
江
西
宣
慰
使

の
胡
頭
孫
が
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
ー
ン
の
南
海
交
易
経
営
を
先
例
と
し
て
い
る
。
こ
の
上
奏
が
な
さ
れ
た
の
は
至
元

二
十
六
年
(
1
2
8
9
)
で
あ
る
か
ら
、
至
元
年
間
後
半
に
は
既
に
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ
イ
ー
ン
主
導
に
よ
る
行
泉
府
司
の
南
海
交
易
経
営
が
確
立
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
交
易
経
営
と
い
っ
て
も
財
務
官
僚
が
直
接
交
易
に
あ
た

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
財
務
官
僚

の
代
わ

り
に
手
足
と
な

っ
て
南
海
交
易
に
携
わ

っ
た
の
が
行
泉
府
司
の
管
轄
下
に
あ
る
特
権
御
用
商
人
の
オ
ル
ト
ク
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
(
e
)

の
例

に
お
い
て
は
、

マ
ァ
バ
ル
、
ク
ー
ラ
ム
、

フ
ァ
ン
ダ
ラ
イ
ナ
と
い
っ
た
イ
ン
ド
の
主
要
交
易
地
と
の
貿
易
を
民
間

の
海
商
に
対
し
て
禁

じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
元
朝
お
抱
え
の
オ
ル
ト
ク
に
よ
る
海
上
交
易
の
独
占
を
意
味
し
、
元
朝
政
府
が
南
海
交
易
を
独
占
し
よ
う
と
し
た
こ

と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
南
海
交
易
と
商
人
を
全
面
的
に
行
政

の
管
理
人
に
置
き
、
統
制
し
よ
う
意

図
し
た
も
の
で
あ

っ



以
上
に
見
た
よ
う
に
、
行
泉
府
司
を
中
心
と
し
た
市
舶
統
制

・
交
易
経
営
体
制
は
、
文
書
行
政
制
度
と
物
貨

・
資

金
の
流
通
制
度
を
中

心
に
サ
ン
ガ
が
宰
相
と
し
て
専
権
を
ふ
る
っ
た
至
元
年
間
後
期
に
確
立
さ
れ
、
制
度
と
し
て
整
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
元
朝
を
通
じ

て
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と

い
え
る
。
も
う
ひ
と

つ
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
制
度
上
の
要
職
と
な
る
ポ

ス
ト
を
特
定
の
財
務

官
僚
や
重
臣
が
重
複
し
て
兼
任
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
市
舶
則
法
で
は
、
行
泉
府
司
の
独
断
を
防
ぐ
た
め
、
行
省
官

に
よ
る
行
泉
府
司
官

の
統
制
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
行
泉
府
司
の
高
官

の
多
く
は
行
省
で
も
宰
相
職
を
有
し
て
い
る
た
め
、
結
局
、
市
舶
則
法
に
よ
る
法
規

制
は
有
名
無
実
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
市
舶
司
や
行
泉
府
司
な
ど
、
南
海
交
易
の
利
害
関
係
を
直
接
受
け
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
治
的
な

事
情

に
よ
り
廃
止
と
再
置
が
繰
り
返
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
海
交
易
の
管
理

・
経
営
が
う
ま
く
機
能
し
つ
づ
け
た
の
は
、
上
述
の
事

情
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
に
関
連
ポ

ス
ト
を
い
く

つ
か
兼
任
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
文
書
の
行
移
と
物
貨

・
資
金
の
流
通
の
両
制

度
が
単

一
の
経
路
で
は
な
く
重
層
的
な
経
路
に
よ
り
機
能
し
て
い
た
た
め
、
官
府

の
廃
置
な
ど
表
面
的
な
制
度
変
更
が
あ

っ
て
も
実
際
に
は

支
障
を
き
た
さ
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

延
祐
市
舶
則
法
が
施
行
さ
れ
た
延
祐
年
間
に
は
、
既
に
行
泉
府
司
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
が
、
オ
ル
ト
ク
の
制
度
自

体
が
消
失
し
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
オ
ル
ト
ク
と
南
海
交
易
を
管
理
す
る
と
い
う
行
泉
府
司
の
機
能
が
元
朝
の
行
政
機
構
の
中
か
ら
消
え
て
し
ま

っ
た
わ

け
で
も
な
か

っ
た

爵
。
こ
れ
は
、
市
舶
司
が
廃
止
さ
れ
て
も
行
省
や
税
課
務
が
そ
の
機
能
を
引
き
継

い
だ
り
、
尚
書
省
廃
止
後
に
中
書
省

お

わ

り

に

た
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
交
易
を
担
う
オ
ル
ト
ク
と
財
務
官
僚
が
い
か
に
し
て
結
び

つ
く
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
南
海
交
易
を

管
轄
す
る
財
務
官
僚
と
し
て
ム
ス
リ
ム
や
ウ
イ
グ

ル
が
目
立

つ
の
は
、
い
か
に
オ
ル
ト
ク
や
商
人
と
の
人
脈
を
有
す
る
か
が
重
視
さ
れ
た
た

め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(鍾
。
ま
た
、
シ
バ
ー
ブ

ッ
デ
イ
ー
ン
や
撤
浦

の
楊
氏
の
よ
う
に
財
務
官
僚

の

一
族
が
有
力
な
商
人

・
オ
ル
ト
ク
で

あ

っ
た
事
例
も
あ
り
、
漢
語
史
料
に

「官
豪
勢
要
」
と
言
わ
れ
る
官
民
複
合
体

の
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
あ

っ
た
と
い
え
る

。



史
料
略
号

が
そ

の
職
掌
を
吸
収
し
て
し
ま

っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
オ
ル
ト
ク
と
南
海
交
易
の
支
配
に
関
わ
る
権
限

「行
泉
府
司
」
と
い
う

形
で
特
定
の
官
衙
に
集
約

・
固
定
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
の
話
で
あ
ろ
う
。
延
祐
市
舶
則
法
に
お
い
て
、
舶
貨
の
抽
分
に
あ
た
る
官
が

「監
抽

の
官
、
監
臨
の
有
司
」
と
い
う
よ
う
に
抽
象
的
に
表
現
さ
れ
、
特
定
の
官
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
も
、
か
か
る
事
情
に
よ
る
の
か
も
し

れ
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
、
サ
ン
ガ
宰
相
期
の
南
海
交
易
支
配
は
最
も
中
央
集
権
的
で
あ
り
、
シ
ハ
ー
ブ

ッ
デ
ィ
ー
ン
な
ど
特
定
の
個
人
に

職
権
や
利
権
が
集
中
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
行
泉
府
司
の
廃
止
に
よ
っ
て
権
限
の
分
散
化
が
な
さ
れ
、
南
海
交
易
の
経
営
が
う
ま

く
い

っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
ず
、
公
的
に
支
配
権
を
保
持
す
る
官
衙
が
な
く
な

っ
た
分
、
逆
に
官
僚
機
構
に
関
わ
ら

オ

ル

ジ

ェ
ノ

ブ

ハ

な
い
私
的
な
南
海
交
易

の
利
権
独
占
が
目
立

つ
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
仁
宗
の
延
祐
年
間
に
完

者
不
花
が
海
舶
税
を
私
有
化
し
た
こ
と

な
ど

は
そ
の

一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う

。
元
朝
後
半

の
南
海
交
易
支
配

・
経
営
に
お
い
て
は
、
皇
后
権
力
と
の
関
わ
り
と
い
う
問
題

が
浮
上
し
て
く
る
が
、
そ
の
問
題
も
か
か
る
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
た
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。
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陳
高
華
　

「
元
代
的

海
外
交
易
」
『
元
史
研
究

論
稿

』
中
華
書
局
、
　

(
原
載

、
『
中
国
史
研
究
』
　

)

陳
高
華
　

「
元
代
的

航
海
世
家
激
浦
楊
氏

」
『
海
交
史
研
究
』
　

陳
高
華

・
呉
泰
　

『
宋

元
時
期
的
海
外
交
易
』

天
津

人
民
出
版
社
。

高
栄
盛
　

『
元
代
海

外
貿
易
研
究
』

四
川
人
民
出
版
社
。

高
栄
盛
　

「
元
代
海
外
貿
易
的
管

理
機
構

」
『
元
史
論
叢

第
七
輯
』

江
西
教
育

出
版
社
。

高
栄
盛
　

「
シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ

ィ
ー

ン
と

元
代

の
行
泉
府

司
」
佐
伯
弘

次

・
森
川
哲
雄

(編
)
『
内
陸
圏

・
海
域
圏
交
流
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と
イ

ス

ラ
ム
』
福

岡

一
擢
歌
書
房
。

桑
原
隆
蔵
　

『
宋
末

の
提
挙
市
舶
西
域

人

蒲
寿
庚

の
事
蹟

』
上
海

…
東
亜
放
究
会

(再
録
、
『
桑
原
隣
蔵
全
集

第

5
巻

』
岩
波
書
店

、
　

)

村
上

正
二
　

「元
朝
に
於
け

る
泉

府
司
と
斡

脱
」
『
東
方
学
報

(東

京
)
』
　

.

村
上

正
二
　

『
モ
ン
。コ
ル
秘
史

1
』
平

凡
社

東
洋
文
庫
。

小
野
裕

子
　

「『
元
典
章
』
市
舶

則
法
前

文
訳
注
」
『
東

ア
ジ

ア
と
日
本

"
交
流
と
変
容
』
ω
.

愛
宕
松
男
　

「斡
脱
銭
と
そ

の
背

景

!

十
三
世
紀

モ
ン
ゴ

ル
"
元
朝

に
お
け
る
銀

の
動
向

」
(上

)

(下
)
『
東
洋
史
研
究
』
　

.

愛
宕
松
男
　

「
元
朝
斡

脱
資

本

の
南
海
貿
易
進

出
」
『
内
陸

ア
ジ

ア
社
会
史

研
究

(昭
和

53
年
度

科
学

研
究
費
補
助
金

(総
合

研
究

A
)
研
究
醇

果
報
告
書

)
』

堤

一
昭
　

「大
元
ウ

ル
ス
治

下
江
南
初

期
政
治
史
」
『
東
洋
史

研
究

』
　

植
松

正
　

「元
代
江
南

の
豪

民
朱
清

・
張
喧

に

つ
い
て

ー

そ

の
謙

殺
と
財
産
官
没

を
め
ぐ

っ
て
」
『
東
洋
史
研
究
』
　

(再

録
、
『
元
代

汗

南
政

治
社
会
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
　

)

参
考
文
献



(1
)

愛
宕
松
男
　

、
高
栄
盛
　

、
修
曉
波
　

(
2
)

元
朝
市

舶
体
制

の
変
遷

に
お
け

る
時

代
区
分

は
、

喩
常
森
　

頁
に
お

い
て
も
な
さ
れ

て
お
り
、
そ

こ
で
は
至

元
十
四
年

(
　

)
～
二

十

一
年

(
　

)
を
第

一
期
、
至

元
二
十

二
年

(
　

)
～
至
治

二
年

(
　

)
を
第

二
期
、
至
治

三
年
　

)
～
至
正

二
十

八
年

(
　

)
を
第

三
期

と
し

て
3

つ
に
区
分

し
、
第

一
期

を
江
南

攻
略
後
、
そ
の
社
会
経
済

の
回
復
に
努
め
、
貿
易
振
興

を
お

こ
な

っ
た
時
期
、
第

二
期

を
官
貿

易

(官
本
船
貿
易
)

の
実
施
時
期
、
第

三
期
を
官
貿
易

の
廃

止
と
民

間
貿

易

の
繁
栄
期
と

し
て
い
る
。

対
象
と
す

る
範

囲
も
問
題
意
識

の
次

元
も
異

な
る
た
め
、

一
概

に
ど

ち
ら
が
正
し

い
と

は
言

え
な

い
が
、
ア
フ

マ
ド

の
専
権

期
を
元
朝
市
舶
制
度

の
創
設
期

と
見
な
し
て
期
を
画

し
て
い
る
点

で
は
本

稿
と
共
通
し

て
い
る
。

た
だ
し
、
喩
常
森
　

の
第
三
期

が
本
当

に
民

間
貿

易

(
「私

人
海

外
貿
易

」
)

の
繁
栄

期
と
す

る
こ
と
が
で
き
る

か
否
か
は
な
お
検
討

の
余
地
が
あ

る
の
だ
が
、

そ

の
検
討

は
別

の
機
会

に
譲

り
た

い
。

一
方

、
高
栄
盛
　

頁

で
も
元
朝

一
代

を
通
じ

て
海
外
貿
易

政
策

・
制
度

の
展
開
が
述

植
松
正
　

「
元
代
江
南

の

=
局
官

の
犯
罪
」
『
元
代
江
南

政
治
社
会
史

研
究
』
汲
古
書
院
、
　

(原
載
、
『
香
川
大
学

一
般
教
育

研
究
』
　

.
)

修
曉
波
　

「元
代
斡
脱
経
営
海
外
貿
易
的

原
因
及
影
影
響
」
『
元
史
論
叢

第
七
輯
』
江
西
教
育
出
版
社
。

四
日
市
康
博
　

「元
朝

の
中
費
寳
貨

ー

そ
の
意
義
お
よ
び
南
海
交
易

・
オ

ル
ト
ク
と

の
関
わ
り

に

つ
い
て
」
『
内
陸
ア
ジ

ア
史
研
究
』
　

.

四

日
市
康
博
　

「
元
朝
と

イ

ル
臼
ハ
ン
朝

の
外
交

・
通
商
関
係
に
お
け

る
国
際
貿

易
商
人
」
佐
伯

弘
次

・
森
川
哲
雄

(編

)
『
内
陸

圏

・
海
域
圏

交
流
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
イ

ス
ラ

ム
』
福

岡

　
榴
歌
書
房
。

四

日
市
康
博
　

「元
朝
斡
脱
政
策

に
み
る
交
易
活
動

と
宗

教
活
動

の
諸
相

-

附

『
元
典
章
』
斡
脱

関
連

条
訳
注
」
『
東

ア
ジ

ア
と
日
本

　
交

流
と
変
容
』
　

喩
常
森
　

『
元
代
海

外
貿
易
』
西
北
大
学

出
版

社
。

鄭
有
国
　

『
中

国
市

舶
制
度
研
究
』
福
建
教
育

出
版

社
。

註



べ
ら
れ
る
。

こ
ち
ら
は
時
代
区
分
と

い
う

よ
り
も
、
各

時
期
に
お
け

る
政
策

・
制
度

の
演
変
が
整
理
さ

れ
て
お
り
、
参
照
に
便
利

で
あ

る
。

(
3
)
　

(
4
)
　

)"
ま

た
漢
語
側

で
は
、
『
元
史
』
巻
三
、
憲
宗
紀
、
憲

宗
二
年

(歳
壬

子
)

十

二
月
戊
午

「帖

寄
紬
、
闊
闊
乖

等
を
以

て
努
藏
を
掌

り
、
学
關
合
刺
孫

も
て
斡

脱
を
掌
り
、
阿
忽
察

も
て
祭
祀
、
醤
巫
、

卜
笠

を
掌
ら

し
め
、

阿
刺
不
花
も

て
之
に
副
と
す
。

…
只
見
斡

帯
を
以

て
傳
騨

の
需
む
る
所
を
掌

り
、
李
魯

合
も

て
必
閣
赤

の
宣

詔
を
爲
獲
す

る
及

び
諸
色

目

の
官

職
を
掌
ら

し
む
」

と

い
う
記
事
が
対
応

し
、

国
政

機
関

の
各
部
署
を
示

し
て
い
る
。

(
5
)

『
元
史
』
巻

二
〇
五
、
姦
臣
傳
、
盧
世
榮
。

(
6
)

こ
れ
と
同
内
容

の
記
述
が

『
元
史

』
巻
九

四
、
食

貨
志
、
市
舶

に

「二
十

一
年
、
市

舶
都
轄

運
司
を
杭

、
泉

二
州

に
設
け
、
官
自
ら
船
を

具
え
、
本

を
給

し
、

人
を
選
び

て
入
蕃

し
、
諸
貨
を
貿

易
せ
し
む
。
其
れ
獲

る
所

の
息
は
、
十
分

を
以
て
率
と
爲

し
、
官

は
其

の
七
を
取
り
、
易

う
所

の
人
は
其

の
三
を
得
。
」
と
あ
り
、
桑
原
隣
蔵
　

頁
、
村
上
正

二
　

頁
な

ど
で
も
引
用
さ
れ

る
。

(
7
)

陳
高
華
1
9
7
9

頁
、
陳
高
華

・
呉
泰
　

頁
、
喩
常
森
　

頁
、
高
栄
盛
　

序
　

頁
　

頁
　

頁
　

頁
、

鄭
有
国
　

頁
を
参
照
。

(
8
)

元
朝

の
宰
相
群

の
中
で
も
特

に
財
政

を
掌

っ
て

い
た

の
が
、
「
首
平
章
」
と
も

呼
ば

れ
る
筆
頭
位

の
中
書
平
章
政
事

あ
る

い
は
尚
書
右
丞
相

で
あ

っ
た
。

有
名
な

サ
イ
イ

ド
ロ
ア
ジ

ヤ

ッ
ル
ー-
シ
ャ
ム

ス
ッ
デ

ィ
ー

ン
、
ア

フ

マ
ド
目
バ
ナ
ー

カ
テ

ィ
ー
、
盧

世
榮

、
サ

ン
ガ
"
ウ
イ
グ

ル
、
サ
イ
イ

ド
ーー
ア
ジ

ャ
ツ

ル
"
バ
ヤ

ン
な
ど
、

い
ず

れ
も

こ
の
位

に
あ
り
、
ペ

ル
シ
ア
語
史
料

に

い
う
狭
義

の

「ヴ

ア
ズ

ィ
ー

ル
」
　

と

い
う

の
は

こ
の
官
位

に
該

当
す
る
。

非

モ
ン
ゴ

ル
人

の
官
僚
が
上
り
詰
め

る
こ
と
が

で
き
る
行
政
官
職
と

し
て
は
最
高
位

の
も

の
で
あ

っ
た
。

(
9
)

『
牧
庵
集
』
巻

=

二
、
皇

元
高
昌
忠
恵

王
神
道

碑
銘
井
序
。

(
10
)

イ

ル
軽
ハ
ン
朝
ガ
ザ

ン
目
ハ
ン
の
派
遣
使
節

団
も
イ

ル
け
ハ
ン
宮
廷

の
重

臣
ノ
ガ
イ
と
ペ

ル
シ
ャ
湾

キ
ー
シ

ュ
島

領
主

で
あ
り
大
商

人
で
あ
る
フ

ァ
フ
ル

ッ
デ

ィ
ー

ン
H
ア

フ

マ
ド
を
代

表
使
節
と

し
て
お
り
、
朝

貢
と

い

っ
て
も
交
易
的
な

要
素
が
極

め
て
強

い
も

の
で
あ

っ
た
。
　

　
元

朝
と
イ

ル
"
ハ
ン



朝

の
使
節
交
換
と
通
商

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
拙
稿
2
0
0
6
a
を
参
照
。

(
11
)

『
黄
文
献
公
集
』
巻

八
上
、
松

江
嘉
定

等
庭
海
運
千
戸
楊
君
墓
誌

銘

「大
徳

五
年

、
…

致
用
院
、
官
本
船
を

以
て
海

に
浮
か

べ
西
洋

に
至
ら

し
む
に
、

ガ
ザ

ノ

ノ
ガ
イ

親
王
合
賛
遣
す

所

の
使
臣
那
懐
等

の
京
師

に
如
か
ん
と
す
る

に
遇

い
、
遂

に
之
を
載
せ
以

て
來

る
。
」

詳
細

は
拙
稿
2
0
0
6
a
を
参
照
。

(
12
)

致
用
院

の
職
掌

に
関
し

て
は
、
高
栄
盛
2
0
0
6を
参
照
。

ホ

ル

ム

ス

も
ち

(
13
)

『
黄

文
献
公
集
』
巻

八
上
、
松

江
嘉

定
等
庭
海
運
千

戸
楊

君
墓

誌
銘

「其

れ
陸

に
登
り
し
庭
、
忽
魯
模
思
と

日
う
。
…

凡
そ
舟
揖
、
襖
糧
、
物
器

の
須

う
る
は

一
に
君
よ
り
出

で
、

以
て
有

司
を
煩
わ
さ
ず

。
既
に

し
て
又
た
私
銭
を
用

い
て
其

の
土
物
、
白
馬
、
黒
犬

、
號

珀
、
蒲
萄
酒
、
蕃
盛

の
属
と
市

い
、
以

て
進

む
。
」

(
14
)

こ
の
点

に
関
し
て
は
、
拙
稿
2
0
0
6
a
に
お

い
て
論
じ
た
。

(
15
)

例
え
ば
、
『
元
史
』
巻
一
三
一

、
亦
黒
迷
失
傳

に

「
二
十
四
年
、
馬
八

見
國

に
使

し
、
佛
鉢
、
舎
利
を
取

ら
ん
と
し
、
海
に
浮
び
風

に
阻
み
て
、

行
く

こ
と

一
年

に
し

て
乃
ち
至

る
。

其

の
良
署
善
藥

を
得
、
遂

に
其

の
國
人
と
與
に
方
物
を
來
貢

す
。

又
、
私
銭
を

以
て
紫

檀
木

の
殿
材
を
購

い
井
せ
て
之

を
献
ず
」

と
あ
る

の
も
使
節

派
遣
に
よ

る
交
易

の

一
例

で
あ

る
。
彼

が

「
私
銭
」

で
交
易

し
た

こ
と
が
特
記
さ
れ

て

い
る

の
は
、
通
常

は
官

か
ら

の
資

本
に
よ

っ
て
使
節

が
交
易
を

お
こ
な

っ
て
い
た
こ
と

の
裏
返

し
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
『
経
世
大
典

』
姑
赤

(『
永
樂
大
典

』
巻

一
九
四

一
九
)

に

「毎

歳

の
下
番
使

臣

の
苛
異
物

貨
を
進
貢

す
る
」

「
下
番
使
臣

の
物
貨
を
進
貢
す

る
」
な
ど
と

い
う

の
は
、

そ
れ
を
裏
付

け
て

い
る
と

い
え
よ
う
。
ま

た
、

亦
黒
迷
失

の
事

例

の
よ
う

に
、

派
遣
さ
れ

た
使
節

が
現
地

の
人
間

を
使
節

と
し

て
連
れ
帰

っ
た
ケ
ー

ス
も
多

か

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ

の
中

に
は
正
式

な
王
朝
権

力

の
使
臣

も

い
た

で
あ

ろ
う
が
、
使
節

の
名
目
を
利

用
し
た
商

人
も
多
く
含

ま
れ
て

い
た

は
ず

で
あ

る
。

(
元
朝
期

に
大

商
人

の
家
系

が
派

遣

使
節

の
任

を
担

っ
た

こ
と

に

つ
い
て
は
、
拙
稿
2
0
0
6
a
を
参
照
さ
れ
た

い
。
)
『
経
世
大
典
』
姑
赤

に

「外
國
使
客
、
音
異
物

貨
を
進
献
す

る
」

「使

客

の
物
貨
を
進
貢
す

る
」

「海
外
諸
番
進

呈
の
官

物
」
な
ど
と
述

べ
ら
れ

る
の
は
、
そ

の
よ
う
な
事
情
を

反
映

し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

(
16
)

『
元
典
章
』
典
章

二
二
、
戸
部
八
、
雑
課
、
斡
脱

毎
貨
物
納
税
銭
。

こ
の
条
文

に
関
し
て
は
、
拙
稿
2
0
0
6
a
で
詳

し
く
取

り
あ
げ
た
。

(
17
)

オ

ル
ト
ク
が
請
負
交
易

を
お

こ
な

い
、
交
易
品
を

元
朝
政
府
に
直
接

売
却

し

て
い
た

と
い
う
事
実

は
、
ご

く
当
た
り
前

の
こ
と

の
よ
う
に
思
え

る
か

も
し
れ
な

い
が
、
不
思
議
と
従
来

の
研
究

で
は
指
摘

さ
れ
て

い
な

い
。
初

期

の
研
究

に
お

い
て
、
オ

ル
ト
ク

に
対
す

る
資

金
貸

与

の
側
面
ば

か
り
が
強



調
さ
れ
た
た
め
か
も

し
れ
な

い
。

(
18
)

桑
原
隆
蔵
　

「進
奉
」

の
例

と
し
て

『
全
唐
文
』
唐
文

宗
、

太
和
人
年

(
　
)
の
詔
、
『
宋
會

要
』

仁
宗
、
天
聖
四
年

(
1
0
2
6

)
十
月

の
條
、

「呈
様
」

の
例

に

『
広

東
通
志
』
巻

二
三
八
が
挙
げ

ら
れ
て

い
る
。

(
19
)

『
元
典
章
』
典
章

二
二
、

戸
部
八
、
課
程
、
市
舶
、
市
舶

則
法
二
十
三
條

(
元
刊
本
、

戸
部
　

)
。

(
20
)

『
元
典
章
』
典
章

二
二
、
戸
部
八
、
課
程
、
市
舶
、
市
舶

則
法
二
十
三
條

(
元
刊

本
、

戸
部
　

)
。

(
21
)

『
元
史
』
巻

一
七

五
、

張
珪

傳
。

(
22
)

『
元
典
章
』
典
章

二
、

聖
政

一
、
止
貢
献

(
元
刊
本
、

聖
政
　

)
。

(
23
)

モ
ン
ゴ

ル
語

の
　

。
『
元
朝
秘
史
』

に
は

「
掃
花
」
と
あ

り
、
傍

訳
に

「人
事
」
と
あ

る
。

王
國
維
や
　

は
そ

の
意
味
を
追
求

し
、

「贈
り

物
」

「供
物
」

の
意
味

が
あ
る

こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

鼠

村
上
正

二
　

(
24
)

例

え
ば
、
『
元
史
』

巻

二
二
、
武

宗
紀

一
、
至
大

元
年
九
月
壬
戌

「太
尉
脱
脱

奏
す

ら
く
、
『
泉
州
大
商

合

只
鐵
即
刺

、
異
木
沈
檀

の
宮
室

を
構
う

可
き
者
を
進

め
ん
と
す
』

と
。
江
浙

行
省

の
騨
に
軟
し

て
之
を
致
さ

し
む
。
」
、
『
元
史
』
巻

二
二
、
武
宗
紀

一
、

至
大
元
年
九
月
戊
寅

「泉

州
大
商

馬

合
馬
丹
的
、
珍

異
及
び
寳
帯
、
西
域

馬
を
進

む
。
」
な
ど

の
例
が
あ

る
。

(
25
)

『
元
史
』
巻

一
七
三
、
燕
公
楠
傳
。

(
26
)

『
元
典
章
』
典
章

二

二
、
戸
部

八
、

課
程

、
市
舶
、
市
舶
則
法

二
十

三
條

(元
刊
本
、
戸
部
　

)
。

(
27
)

『
元
史
』
巻

=
二

一
、
忙

兀
毫
傳
。

(
28
)

『
元
史
』
巻

九
四
、
食
貨
志

二
、
市
舶
。

(
29
)

ム
ン
フ
テ
イ
は
至
元
十
五
年

(
　

)
か
ら
福
建

行
省

の
参
知
政
事

(『
元
史

』
巻

一
〇
、
世
祖
紀
、

至
元
十
五
年
三
月
三
月

乙
酉
、

至
元
十
五
年
六
月

己
卯

)
、
至
元
十

八
年

(
　

)
に
は
同
行
省
右
丞

(世
祖
紀
、

至
元
十
八
年
八
月
庚
午

)
、
至
元

二
十

二
年

(這
。。
a)
か
ら
江
准
行
省

の
平
章
政
事
、
至

元

二
十
五
年

(
　

)
に
は
同
行
省
左

丞
相

(世
祖
紀
、

至
元
二
十
二
年
十
月
戊
午
、

至
元
二
十
五
年

正
月
辛
卯

)
と
な
り
、

シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
ー

ン
は
至

元
二
十
四
年

(
1
2
8
7
)
に
は
江
潅
行
省

の
左
丞
を
遙
授

さ
れ

(姦

臣
傳

、
桑
舟

)
、
少
な
く
と

も
至
元

二
十

六
年

(感
c。
㊤
)
か
ら
二
十
人
年

(
1
2
9
1
)
ま

で
江



潅
行
省

の
平
章
政
事

(世
祖
紀
、

至
元
二
十
六
年
九
月
丙
申
)

で
あ

っ
た
。

(
30
)

燕
公
楠

は
サ

ン
ガ
専
横
下

の
シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
ー

ン
主
導

の
市

舶
体
制
を
宋

代

の
市
舶
制
度

に
回
帰
さ
せ
よ
う

と
意

図
し

て
こ
の
上
奏

を
お

こ
な

っ

て
い
る
。
当
然

シ

ハ
ー
ブ

ッ
デ

イ
ー

ン
と
は
反
目
す
る
立
場
に

お
り
、
彼

に
関
す
る
記
述
に

は
バ
イ
ア

ス
が
か
か

っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

え

り

と

(
31
)

「好
細

の
財
物

を
選
棟
ん

で
要
る
」
と

い
う

行
為

が
、
交
易
品

に
対
す

る

「抽

分
」
に
あ
た
る
と
考
え

ら
れ
な
く
も
な

い
が
、
も

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

燕
公
楠

か
ら
非
難
さ
れ

る
い
わ
れ
は
な

い
は
ず

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
府

に
よ

る
宝

貨
買
取
り
は
、

そ
れ

以
前

の
中
国
に
お

い
て
も
お
こ
な
わ
れ

て

い
た

こ
と

で
あ
り
、
宮
廷

所
用

の
宝
貨
を
官

が
先
買
す

る
こ
と
を

「
収
市

」
と

い

っ
た
。

ま
た
、
外
国
物
貨

の
民
間
購

入
を
禁

じ
て
政
府

が
独
占
的
に

買

い
入
れ

る
こ
と
を

「禁
権
」

と

い

っ
た

(
鳥
、

桑
原
隣
蔵
1
9
2
3
,
p
p
2
6
2
-
6
7

)
。

元
朝

で

の

「禁
権
」

の
と
し
て
は
、
英
宗

シ
デ

イ
バ
ラ
が
廣
東
番

貨
に
対

し
て
国
家

の
専

売
を
お

こ
な
わ

せ
た
事

例
が
あ
る

(『
元
史
』
巻

二
七
、
英
宗
紀

一
、
延
祐
七
年

五
月
辛
卯

)
。

(
32
)

『
呉
文
正

公
集
』
巻

三
二
、
元
榮
緑
大
夫

平
章
政

事
趙
國
董
忠
宣
公
神
道
碑
。

(
33
)

『
元
史
』
巻

=
二
、

世
祖
紀

一
〇
、
至

元
二
十

一
年
正
月
甲
子
。

(
34
)

『
元
史
』
巻

一
五
、

世
祖
紀

一
二
、
至

元
二
十
六
年
正
月
辛

卯
。

(
35
)

市
舶

則
法
は
時
代

に
よ

っ
て
改
変

が
な
さ
れ
差
異

が
あ

っ
た
が
、
根

本
的
な
部
分

で
大

き
な
違

い
は
な

い
。

至
元
年
間
末
期

の
も

の
が

『
元
典
章

』

に
、
延
祐
年

間

の
も

の
が

『
通
制
條

格
』

に
収

め
ら
れ
る
。
高
栄
盛
氏
、

喩
常

森
氏
な
ど

は
こ
れ
を
至
元
則
法
、
延
祐

則
法
と
呼
ん

で
い
る
が
、

小
野

裕

子
氏

は
さ

ら
に
通
時
的

な
視
野

に
立

っ
て
、

至
元
年
間
中
期

に
も
別

の
市
舶

則
法
が
あ

っ
た

こ
と
を
指

摘
し
、
『
元
典

章
』
所
収

の
も

の
を

「
至
元

三
十
年
則
法
」
と
呼
ん

で
区
罰
し
て

い
る

(高
栄
盛
1
9
9
8

喩
常
森
1
9
9
4、
小
野
裕

子
2
0
0
6)。

(36
)

『
元
典

章
』
典
章

二
二
、

戸
部

八
、
課
程
、
市
舶
、
市
舶

則
法
二
十
三
條

(
元
刊
本
、

戸
部
4
9
a
-
b
)
。

(
37
)

『
通
制
條
格
』
巻

↓
八
、
關
市
、
市

舶
。

(
38
)

『
元
史

』
巻

九
四
、
食
貨
志

二
、
市
舶

、
元
貞

二
年
。

(
39
)

『
元
史
』
巻

一
五
、
世
祖
紀

=

一、
至
元
二
十
六
年
閏
十
月
庚
寅
。

(
40
)

も

っ
と
も

(
f
)

の
事
例

は
も
と
も
と
豪

民
で
あ

っ
た
胡

頸
孫
が
自
ら

の
資

本
で

「規
運
銭

」
を
為
し
、
代
わ

り
に
元
朝
政
府

か
ら
官

位
を
得
た
も



の
で
あ
る
。
胡
願
孫

に

つ
い
て
は
、
植
松
正
1
9
8
6
を
参
照
。

(
41
)

元
朝
期
江
南

の
財
務
官
僚

に
は
、
自

ら
が
商

人

で
あ

っ
た
り
、

一
族

が
商

人

の
家
系

で
あ

っ
た
ケ
ー

ス
が
多

く
見
ら
れ

る
。
色

目
人
宰
相

の
ア
フ

マ

ド
、
サ

ン
ガ
な
ど

の
時

代
に
は
、
売
官

な
ど

の
方
法

で
多

く

の
イ

ス
ラ
ー

ム
商

人
が
官
職
を
得
た

と
考

え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
を
批
判
す
る
漢
人
文
士

の

言
を
鵜
呑
み

に
し
て
金
銭
主
義
や
社
会

悪
と
片
付
け

る
べ
き
で
は
な

い
。

圧
政

や
重
税
に
よ

り
人
民
が
疲

弊
し
た
と

い
う
批

判
も
あ
る
が
、

一
方

で
物

資

の
流

通
が
盛
ん

に
な

っ
て
商
業

経
済
が
発
展

し
、
社
会

は
活
性
化
し
た
。

(
42
)

楊

氏
に

つ
い
て
は
、
陳
高
華

毎
1
9
9
5
拙
稿
2
0
0
6
aを
参
照
。
ま

た
、
南

海
交
易
を
め
ぐ

る
人
的
結

合
面
に
関
し

て
は
稿
を
改

め
て
考
察

す
る
。

(
43
)

泉

府
司
廃
止
以
後
も

オ
ル
ト
ク

の
制
が
存
続

し
た

こ
と
は
高

栄
盛
2
0
0
6に
お

い
て
も
論

じ
ら
れ
て

い
る
。

(44
)

『
元
史

』
巻

二
六
、
仁
宗
紀

三
、
延
祐
七
年

正
月

壬
午
。


