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一 

東
ア
ジ
ア
の
海
域
文
化
と
文
学
研
究 

 

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、
直
ち
に
起
こ
っ
た
津
波
は
、
北
は
青
森
か
ら
南
は
千
葉
に
至
る
ま
で
、
海
岸
六
百
数
十
キ
ロ
に
渡

る
被
害
を
与
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
が
国
土
と
し
て
は
世
界
六
十
位
程
度
で
あ
り
な
が
ら
、
海
岸
線
・
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ

Ｅ
Ｚ
）
で
、
共
に
世
界
六
位
［
注
１
］
の
長
さ
と
広
さ
を
持
つ
海
洋
国
家
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ

れ
は
、
海
防
と
い
う
差
し
迫
っ
た
問
題
の
み
な
ら
ず
、
今
後
、
広
く
日
本
の
文
化
や
歴
史
の
再
認
識
へ
と
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
。
も

と
よ
り
「
海
洋
国
家
日
本
」
を
見
据
え
た
上
で
の
日
本
文
化
の
再
解
釈
・
再
構
築
は
今
ま
で
も
叫
ば
れ
て
来
た
が
、
そ
の
重
要
性
を

肌
身
で
知
っ
た
の
が
今
回
の
地
震
・
津
波
の
経
験
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

特
に
、
十
六
世
紀
と
そ
の
前
後
の
十
五
、
十
七
世
紀
の
日
本
文
化
・
文
学
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
再
解
釈
・
再
構
築
は
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
近
著
『
冒
険 

淫
風 

怪
異
―
東
ア
ジ
ア
古
典
小
説
の
世
界
』［
注
２
］
の
序
や
、
第
二
部
（
テ
ー
マ
「
冒

険
」）
の
「
英
雄
は
東
ア
ジ
ア
の
海
へ
― 

『
水
滸
伝
』
の
宋
江
か
ら
『
椿
説
弓
張
月
』
の
為
朝
ま
で
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
十
四

世
紀
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
は
、
中
国
の
元
が
始
め
た
交
易
中
心
の
政
策
、
特
に
南
海
交
易
を
始
め
と
す
る
海
の
交

易
が
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
を
巻
き
込
ん
で
、
大
交
流
時
代
と
も
呼
ぶ
べ
き
大
交
易
・
大
航
海
の
時
代
を
生
み
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（
こ
の
大
交
流
時
代
の
中
ほ
ど
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
い
わ
ゆ
る
「
大
航
海
時
代
」
が
結
び
付
い
て
く
る
）。 

こ
の
、
ア
ジ
ア
の
大
交
流
時
代
の
有
り
よ
う
が
、
近
時
、
に
ん
ぷ
ろ
（
東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝
統
文
化
の
形
成
［
文
部

科
学
省
特
定
領
域
研
究
］）
や
そ
の
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
背
景
に
、
欧
米
の
主
に

経
済
史
・
交
易
史
研
究
か
ら
の
刺
激
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ

ー
デ
ル
（
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
者
、
地
中
海
を
中
心
に
世
界
的
な
交
易
・
資
本
制
を
研
究
）
や
、
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
テ

ィ
ン
（
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
提
唱
）、
ア
ン
ド
レ
・
ク
ン
ダ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
（
ア
メ
リ
カ
の
経
済
史
学
者
、

『
リ
オ
リ
エ
ン
ト
』
に
よ
っ
て
西
洋
中
心
主
義
批
判
）
な
ど
の
名
が
上
げ
て
お
く
が
、
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
刺
激
や
影
響
そ
の

も
の
に
、
海
洋
・
海
域
文
化
研
究
の
持
つ
広
さ
そ
の
も
の
表
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
海
域
文
化
研
究
の
動
き
に
文
学
研
究
は
な
か
な
か
追
い
つ
け
ず
、
日
本
や
東
ア
ジ
ア
各
国
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
枠
組
み
の
中
で
自
足
・
自
閉
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
入
門
書
な
が
ら
、
こ
の
ア
ジ
ア
海
域
文
化
研
究
の

成
果
を
凝
縮
し
て
圧
巻
の
『
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
入
門
』[

注
３]

に
、
文
学
関
連
の
項
目
が
載
ら
な
い
。
僅
か
に
第
２
篇
「
各
論
」

の
第
18
章
「
漂
流
記
」
が
文
学
的
な
痕
跡
を
伝
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
象
徴
的
で
あ
る
。
本
号
が
「
十
六
世
紀
の
文
学
」

と
銘
打
っ
た
の
に
は
、
そ
う
し
た
自
足
自
閉
の
殻
を
打
ち
破
ら
ん
と
す
る
意
図
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
も
し
、
日
本
の
中
だ
け
の
問

題
を
扱
う
の
な
ら
「
大
永
」
や
「
天
正
」
な
ど
の
元
号
や
そ
れ
を
象
徴
す
る
慶
長
期
や
元
禄
期
と
言
っ
た
呼
び
方
で
充
分
だ
か
ら
で

あ
る
。
敢
え
て
西
暦
を
使
う
の
は
、
日
本
を
外
部
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。 

本
稿
は
そ
う
し
た
観
点
を
も
と
に
し
て
、
十
六
世
紀
を
中
心
に
巻
き
起
こ
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
海
域
と
日
本
と
の
関
係
を
、
文
学
の

側
面
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
特
に
、
十
六
・
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
諸
都
市
、
特
に
日
本
の
都
市
を
中
心
に
瀰
漫
し
て
い
た
男
色

文
化
が
、
海
上
・
船
上
を
通
じ
て
交
流
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
が
十
七
世
紀
以
後
の
日
本
の

豊
か
な
男
色
文
学
（
井
原
西
鶴
の
『
男
色
大
鑑
』
等
）
を
生
み
出
す
母
体
に
な
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。 

  

二 

男
色
と
「
浄
の
男
道
」 

 



享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
、
朝
鮮
通
信
使
と
し
て
来
日
し
て
い
た
申
維
翰
は
、
雨
森
芳
洲
に
対
し
て
、
日
本
に
男
色
が
盛
ん

な
こ
と
を
「
豈
有
獨
陽
無
陰
」（
ど
う
し
て
陽
の
み
が
あ
っ
て
陰
が
な
い
の
か
）、
す
な
わ
ち
陰
陽
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
も
の
と

し
て
非
難
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
芳
洲
は
笑
っ
て
「
學
士
亦
未
知
其
樂
耳
」
（
貴
殿
は
ま
だ
男
色
の
楽
し
み
を
知
ら
な
い
の

で
す
な
）
と
答
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
有
名
な
逸
話
（
申
維
翰
『
海
游
録
』
）
は
、
二
つ
の
点
で
日
本
の
男
色
が
当
時
の

朝
鮮
や
中
国
と
比
べ
て
異
質
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
つ
は
男
色
が
広
く
浸
透
し
て
い
た
点
、
も
う
一
つ
は
芳
洲
の

よ
う
な
知
識
人
に
ま
で
男
色
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。 

芳
洲
は
、
当
時
（
十
八
世
紀
初
頭
）
最
高
の
知
性
の
一
人
と
言
っ
て
良
い
が
、
そ
う
し
た
人
間
ま
で
な
ぜ
男
色
を
肯
定
し
て

い
た
の
か
。
こ
れ
を
考
え
る
際
に
参
考
に
な
る
の
は
、
南
方
熊
楠
が
唱
え
た
「
浄
の
男
道
」
の
考
え
方
で
あ
る
［
注
４
］
。
こ

の
「
浄
の
男
道
」
に
つ
い
て
、
中
沢
新
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る[

注
５]

。 

 

こ
こ
で
熊
楠
は
、
男
性
の
同
性
的
な
愛
に
は
、
二
重
構
造
が
あ
る
の
だ
と
い
う
、
と
て
も
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
い
っ
ぽ
う
で
は
、
容
姿
や
心
だ
て
に
優
れ
た
少
年
に
、
年
上
の
青
年
た
ち
が
恋
情
を
い
だ
き
、
少
年
を
肉
体
的
に
も
自
分

の
も
の
に
し
た
い
と
い
う
、
欲
望
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
、
昔
か
ら
男
の
同
性
愛
の
世
界
で
は
、
兄
弟
分
の
「
契

り
」
と
い
う
要
素
が
、
き
わ
め
て
大
き
な
位
置
を
し
め
て
い
て
、
い
っ
た
ん
兄
分
と
「
契
り
」
を
結
ん
だ
少
年
に
た
い
し
て
は
、

邪
恋
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
性
愛
の
世

界
は
、
肉
体
的
な
欲
望
と
道
徳
的
コ
ー
ド
の
、
二
つ
の
極
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
肉
体
的
な
性
行
為
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
、

こ
の
世
界
を
論
じ
た
り
す
る
と
、
こ
と
の
本
質
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
と
熊
楠
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 

 す
な
わ
ち
、
男
色
と
い
う
文
化
に
は
、
両
性
具
有
的
な
少
年
の
肉
体
と
結
合
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
性
愛
的
側
面
と
同
時
に
、
一

個
の
男
、
人
間
同
士
と
し
て
対
等
に
向
か
い
つ
つ
幾
多
の
困
難
に
対
峙
し
よ
う
と
す
る
純
度
の
高
い
精
神
性
を
発
揮
す
る
側
面
が
あ

る
と
言
う
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
こ
の
「
浄
の
男
道
」
を
、
日
本
の
武
士
と
い
う
戦
闘
を
生
業
に
す
る
戦
士
た
ち
の
民
俗
・
風
俗
史
の
中
か
ら
詳
細
に
跡

付
け
た
の
が
千
葉
徳
爾
氏
の
『
た
た
か
い
の
源
像
』［
注
６
］
で
あ
っ
た
。
千
葉
氏
は
、
熊
楠
の
言
や
多
く
の
文
献
を
引
用
し
な
が
ら
、

「
浄
の
男
道
」
は
武
士
を
武
士
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
と
く
に
武
士
を
戦
士
と
し
て
教

育
す
る
た
め
、
ま
た
武
士
達
を
強
力
な
軍
隊
と
し
て
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
男
同
士
の
愛
情
が
必
要
不
可
欠
で
は
な
か
っ
た

か
と
述
べ
て
い
る
。 

織
田
信
長
や
武
田
信
玄
、
上
杉
謙
信
な
ど
の
戦
国
武
将
た
ち
に
衆
道
（
男
色
）
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
だ
が
、
こ
れ
が
性

愛
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
「
浄
の
男
道
」
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
「
浄
の
男
道
」
は
戦
国
時
代
全

般
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
細
川
高
国
の
家
臣
柳
本
賢
治
が
弟
の
香
西
元
盛
の
敵
討
の
た
め
に
高
国
に
対
し

て
挙
兵
し
た
折
、
念
友
（
男
色
）
関
係
に
あ
っ
た
高
国
の
家
臣
高
畠
甚
九
郎
に
賢
治
が
同
心
を
求
め
た
も
の
の
、
甚
九
郎
は
高
国
へ

の
恩
義
か
ら
こ
れ
を
断
り
、
二
人
は
戦
場
に
て
相
見
え
ん
と
し
泣
く
泣
く
別
れ
た
。
甚
九
郎
は
賢
治
へ
義
を
立
て
て
挙
兵
の
件
を
一

切
口
外
し
な
か
っ
た
と
い
う
（『
足
利
季
世
記
』
）。
こ
れ
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
国
時
代
の
風
潮
を
江
戸
時
代
に
入
っ
て

再
照
射
し
よ
う
と
し
た
の
が
『
葉
隠
』
の
「
恋
の
部
の
至
極
は
忍
恋
な
り
」「「
命
を
捨
る
の
が
衆
道
の
極
意
也
」（
共
に
「
聞
書
一
」）

の
世
界
で
あ
っ
た
。 

拙
著
（
『
西
鶴
小
説
論
』［
注
７
］）
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
浄
の
男
道
」
の
淵
源
は
、
南
太
平
洋
の
メ
ラ
ネ
シ
ア
辺
り
で

あ
り
（
杉
島
敬
志
「
精
液
の
容
器
と
し
て
の
男
性
身
体─

─
─

精
液
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
民
俗
的
知
識
」［
注
８
］）、
そ
れ
が

海
域
を
北
漸
し
て
日
本
の
九
州
（
薩
摩
の
兵
児
二
才
制
度
）
や
朝
鮮
半
島
南
方
（
新
羅
花
郎
の
習
俗
）
ま
で
広
が
っ
た
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。
戦
前
、
こ
の
問
題
を
詳
細
に
追
究
し
た
三
品
彰
英
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

韓
族
と
関
係
の
予
想
さ
れ
る
境
域
に
お
け
る
諸
民
族
に
わ
た
っ
て
、
男
子
集
会
舎
と
そ
の
習
俗
の
存
否
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、



こ
れ
に
よ
っ
て
知
り
得
た
と
こ
ろ
は
、
原
始
韓
族
の
男
子
集
会
舎
は
文
化
要
素
分
布
の
上
か
ら
は
、
日
本
本
土
・
沖
縄
お
よ
び

台
湾
を
経
て
南
方
海
洋
諸
族
に
結
び
つ
く
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
北
方
の
満
蒙
諸
族
は
過
去
に
お
い
て
も
、
ま
た

現
在
に
お
い
て
も
男
子
集
会
舎
文
化
要
素
を
欠
い
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
韓
民
族
は
南
方
と
の
緊
密
な
文
化
関
係

を
持
ち
、
北
方
と
は
縁
遠
い
も
の
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
中
略
）
男
子
集
会
舎
の
分
布
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
北
方
に

か
け
て
は
台
湾
・
日
本
を
経
て
朝
鮮
半
島
南
部
の
韓
族
に
わ
た
っ
て
お
り
、
韓
族
は
そ
の
分
布
の
北
限
を
な
す
も
の
と
し
て
見

な
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。（
三
品
彰
英
『
新
羅
花
郎
の
研
究
』
三
品
彰
英
論
文
集
第
六
巻
）［
注
９
］ 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
の
海
域
に
男
色
、
特
に
「
浄
の
男
道
」
の
習
俗
は
広
が
っ
た
と
漠
然
と
指
摘
は
出
来
る
も
の

の
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
経
路
を
と
っ
て
広
が
っ
た
の
か
は
中
々
詳
ら
か
に
出
来
な
い
。
特
に
、
十
五
世
紀
か
ら
十
七
世
紀

の
日
本
武
士
た
ち
の
「
浄
の
男
道
」
が
、
ど
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
と
繋
が
っ
て
い
た
の
か
。
海
域
の
文
献
不
足
と
も
相
ま
っ
て
よ
く

分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
国
の
福
建
省
を
中
心
に
し
て
広
が
っ
て
い
た
と
言

わ
れ
る
「
契
兄
弟
」
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

三 

中
国
福
建
に
伝
わ
る
「
契
兄
弟
」「
契
父
」 

  

「
契
兄
弟
」
と
は
、
男
性
同
士
が
結
ば
れ
る
関
係
で
、
中
国
の
福
建
を
中
心
に
し
て
広
が
っ
て
い
た
風
俗
・
風
習
で
あ
る
。
明
末

の
知
識
人
、
沈
徳
符
（
一
五
七
八
～
一
六
四
二
）
が
編
ん
だ
『
萬
歴
野
獲
編
』
補
遺
巻
三
の
「
風
俗
、
契
兄
弟
」
［
注
10
］
に
、
次

の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。 

 

閩
人
酷
重
男
色
，
無
論
貴
賤
妍
媸
，
各
以
其
類
相
結
，
長
者
為
契
兄
，
少
者
為
契
弟
。
其
兄
入
弟
家
，
弟
之
父
母
撫
愛
之
如
婿
。

弟
後
日
生
計
及
娶
妻
諸
費
，
俱
取
辦
于
契
兄
。
其
相
愛
者
，
年
過
而
立
，
尚
寢
處
如
伉
儷
。 

 
 

（
福
建
の
人
は
甚
だ
男
色
を
好
む
。
そ
れ
は
身
分
が
高
く
て
も
賤
し
く
て
も
、
美
し
く
て
も
醜
く
て
も
関
係
な
く
同
じ
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
相
応
し
い
相
手
と
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
年
長
者
は
契
兄
と
な
り
、
年
少
者
は
契
弟
と
な
る
。
そ
の
契
兄
は
契
弟

の
家
に
入
り
、
契
弟
の
父
母
は
契
兄
を
ま
る
で
婿
の
よ
う
に
愛
お
し
む
。
ま
た
契
弟
の
生
計
や
契
弟
が
妻
を
娶
る
時
の
費
用
も
、

全
て
契
兄
が
捻
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
愛
す
る
者
同
士
は
、
年
齢
が
三
十
歳
を
越
え
て
も
寝
所
を
共
に
す
る
こ
と
夫
婦
の
如

し
で
あ
る
。） 

 
 

好
き
合
っ
た
男
性
の
年
上
の
方
が
兄
、
若
い
方
が
弟
に
な
る
こ
と
、
父
母
を
始
め
と
す
る
周
囲
の
人
間
た
ち
も
公
認
し
て
い
た
ば

か
り
か
、
契
弟
が
妻
を
娶
る
こ
と
を
契
兄
が
認
め
て
い
た
こ
と
な
ど
、
日
本
の
、
主
に
武
士
の
間
で
結
ば
れ
る
念
者
と
若
衆
の
関
係

に
極
め
て
近
い
。 

 

こ
の
契
兄
弟
の
習
俗
は
、
明
末
当
時
の
中
国
に
お
い
て
も
い
さ
さ
か
特
異
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
呉
存
存
氏
は
『
中

国
近
世
の
性
愛
』
の
中
で
、 

 
 

 
 

福
建
の
契
兄
弟
の
習
俗
は
、
当
時
の
京
城
お
よ
び
江
南
一
帯
の
同
性
愛
の
風
気
と
は
内
容
や
形
式
に
お
い
て
い
さ
さ
か
異
な
っ 

て
い
た
。
京
城
や
江
南
で
は
、
男
風
は
売
淫
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
性
的
娯
楽
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
婚
姻
と
同
日
に
論
ず
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
福
建
の
こ
の
風
俗
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ま
じ
め
な
も
の
で
、
基
本
的
に
売
淫
的
な
現
象

は
存
在
せ
ず
、
逆
に
、
契
兄
弟
の
同
居
は
婚
姻
に
似
か
よ
い
、
相
手
が
固
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
っ
こ
と
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
す
べ
て
公
然
た
る
も
の
で
、
社
会
（
父
母
、
親
戚
、
朋
友
を
含
む
）
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
京
城
や
江
南
一
帯
で
は
、
男
色
に
狎
れ
親
し
む
主
体
が
官
員
、
士
人
、
商
人
で
あ
っ
た
の
に
、
福
建
の
契
兄

弟
の
習
俗
は
双
方
と
も
に
庶
民
が
多
く
、
嫁
を
娶
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
す
こ
し
づ
つ
一
定
の
金
銭
を
蓄
え
て
こ
の
同
性
愛
の



契
約
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。 

  

と
述
べ
て
い
る
［
注
11
］
。
呉
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
明
末
、
江
南
の
諸
都
市
（
南
京
や
蘇
州
）
で
は
売
淫
的
な
男
色
が
風
靡

し
て
い
た
。
そ
れ
は
明
代
末
期
の
小
説
類
、
た
と
え
ば
『
龍
陽
逸
史
』（
醉
竹
居
士
）、『
繍
榻
野
史
』（
情
顛
主
人
）
な
ど
を
見
れ
ば

明
ら
か
だ
が
、
南
京
で
は
、
妓
女
た
ち
の
売
淫
、
つ
ま
り
女
色
よ
り
も
盛
況
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
鄧
志
謨
の
『
童
婉
争
奇
』
に

書
か
れ
て
い
る[

注
12]
。
そ
も
そ
も
、
当
時
の
性
愛
世
界
全
般
を
扱
っ
た
、
こ
の
呉
氏
の
著
作
『
中
国
近
世
の
性
愛
』
そ
の
も
の
が
、

半
数
近
く
の
紙
数
を
男
色
に
費
や
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
男
色
隆
盛
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
男
色
の
広
が
り
の

中
で
福
建
が
特
異
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
土
地
柄
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。 

福
建
と
い
う
土
地
は
、
平
野
が
少
な
い
山
間
部
で
あ
り
、
海
に
面
し
て
い
た
た
め
に
、
漁
業
や
船
運
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ

の
福
建
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
移
住
者
（
華
僑
）
が
多
く
出
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
海
外
と
の
貿
易
が
盛
ん
で
、
特
に
日

本
の
長
崎
や
平
戸
と
の
繋
が
り
が
深
か
っ
た
。
福
建
出
身
の
鄭
芝
龍
と
そ
の
子
鄭
成
功
（
平
戸
で
出
生
）
が
福
建
・
台
湾
・
日
本
（
平

戸
）
を
股
に
掛
け
て
活
躍
し
、
同
じ
く
こ
の
福
建
の
隠
元
禅
師
が
日
本
の
長
崎
に
渡
り
日
本
に
黄
檗
宗
を
広
げ
た
こ
と
が
福
建
・
台

湾
・
日
本
（
長
崎
）
三
者
の
交
流
の
深
さ
を
物
語
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
呉
氏
が
言
わ
れ
る
「
庶
民
」
と
は
農
民
で
は
な

く
、
漁
民
・
海
民
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
は
、『
萬
暦
野
獲
編
』
前
掲
部
分
の
少
し
後
に
、「
其
昵
厚
不
得
遂
意
者
。
或
至

相
抱
繫
溺
波
中
，
亦
時
時
有
之
（
深
く
馴
染
ん
だ
間
柄
で
も
、
思
い
を
遂
げ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
お
互
い
抱
き
合
っ
て
海
波
の
中
に

溺
れ
る
と
い
う
者
も
あ
っ
た
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

福
建
と
い
う
土
地
の
習
俗
が
中
国
の
他
の
地
域
と
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
海
民
、
交
易
の
民
と
し
て
の
性
格
が
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
福
建
の
習
俗
は
中
国
よ
り
も
、
交
易
先
の
諸
都
市
と
深
く
繋
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
か
つ
て
大
林
太
良
氏
が
、
西

日
本
と
朝
鮮
・
中
国
東
海
岸
と
の
人
的
・
文
化
的
交
流
の
様
相
を
指
摘
し
た
折
に
、
そ
う
し
た
遠
方
域
の
港
湾
同
士
で
は
、
酷
似
し

た
文
化
現
象
が
現
れ
る
の
に
、
港
湾
の
す
ぐ
近
く
の
後
背
地
と
は
、
そ
の
文
化
に
著
し
い
違
い
を
見
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
こ

と[

注
13]

を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。 

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
福
建
と
長
崎
と
の
関
係
で
あ
る
。 

 

二 

男
色
の
温
床
と
し
て
の
海
域
・
船
上 

  

岡
島
冠
山
が
編
纂
し
た
『
唐
話
纂
要
』（
享
保
三
［
一
七
一
八
］
年
）
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
中
国
語
の
学
習
書
で
あ
り
、

採
録
さ
れ
た
文
章
の
横
に
唐
音
が
カ
タ
カ
ナ
で
振
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
・
享
保
当
時
の
唐
音
学
習
熱
と
そ
の
実
態
が
分
か
る
極
め
て

重
要
な
書
物
だ
が
、
そ
の
中
に
引
か
れ
て
い
る
話
の
内
容
に
も
興
味
深
い
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
第
六
に
「
孫
八
救
人
得
福
」
と

い
う
話
が
あ
る
。 

  
 
 

長
崎
に
孫
八
と
い
う
も
の
が
い
た
。
力
が
強
く
、
遊
侠
、
す
な
わ
ち
男
伊
達
の
気
風
を
持
っ
て
い
た
。
い
さ
さ
か
憚
ら
れ
る

事
由
が
あ
っ
て
官
を
辞
し
、
長
崎
か
ら
京
へ
と
上
る
こ
と
と
な
っ
た
。
孫
八
は
五
条
の
橋
近
く
で
煙
草
を
売
っ
て
生
計
を
立
て

た
。
盂
蘭
盆
会
の
日
、
孫
八
は
一
人
寂
し
く
寓
居
で
酒
を
飲
み
寝
て
い
る
と
、
夢
の
中
に
身
形
を
整
え
た
官
人
が
言
っ
た
。
私

が
世
話
を
し
て
い
る
少
年
が
清
水
寺
に
て
危
急
な
状
況
に
あ
る
。
す
わ
駆
け
つ
け
て
助
け
ら
れ
よ
と
。
後
日
大
き
な
重
報
が
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
孫
八
は
刀
を
と
っ
て
す
ぐ
に
清
水
寺
の
坂
下
に
駆
け
つ
け
る
と
、
果
た
し
て
二
十
数
人
に
及
ぶ
男
た

ち
が
、
齢
十
六
七
ば
か
り
の
少
年
と
そ
の
従
僕
を
害
せ
ん
と
し
て
い
た
。
孫
八
は
持
ち
前
の
怪
力
で
男
ど
も
を
叩
き
の
め
し
少

年
主
従
を
救
っ
た
。
孫
八
は
自
宅
に
二
人
を
連
れ
帰
り
、
話
を
聞
け
ば
、
少
年
の
名
は
三
木
亀
松
、
父
と
共
に
北
野
に
住
み
、

今
日
は
踊
を
見
に
町
に
来
た
と
こ
ろ
、
悪
戯
者
に
酒
店
に
誘
わ
れ
る
も
酒
を
注
ぐ
こ
と
を
少
年
が
拒
ん
だ
為
に
騒
乱
に
な
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
孫
八
が
最
前
の
霊
夢
の
話
を
す
れ
ば
、
是
は
少
年
の
守
り
神
で
あ
る
天
満
天
神
の
御
加
護
に
違
い
な
い

と
言
っ
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
内
に
少
年
の
父
で
あ
る
三
木
治
平
が
大
勢
の
人
間
を
引
き
連
れ
て
孫
八
の
家
に
や
っ
て
来
た
。



息
子
を
助
け
た
孫
八
の
行
為
に
感
激
し
た
治
平
は
、
息
子
を
孫
八
に
託
し
孫
八
も
そ
れ
を
承
引
し
た
。
二
人
は
兄
弟
の
契
り
を

結
び
帳
を
共
に
し
た
。
次
の
日
に
治
平
は
宴
を
催
す
と
治
平
の
一
族
は
孫
八
の
人
と
な
り
を
見
て
大
い
に
喜
悦
し
、
治
平
も
、

自
ら
が
お
礼
に
と
差
し
出
し
た
金
品
を
断
る
孫
八
を
見
て
更
に
信
頼
の
念
を
深
め
た
の
で
あ
っ
た
。 

あ
る
日
、
治
平
と
の
徒
然
の
話
の
中
に
、
治
平
の
所
有
す
る
家
で
妖
怪
が
出
没
す
る
と
て
、
誰
も
近
寄
ら
ず
に
荒
れ
放
題
に

な
っ
て
い
る
家
が
あ
る
と
言
う
。
そ
の
聞
い
た
孫
八
は
、
事
の
真
偽
を
確
か
め
る
べ
く
一
人
乗
り
込
ん
だ
。
夜
も
更
け
た
こ
ろ

俄
か
に
四
方
震
動
し
て
妖
火
が
東
隅
の
柱
根
か
ら
光
を
放
っ
て
飛
翔
し
た
。
孫
八
は
妖
怪
を
退
治
す
べ
く
柱
根
を
掘
り
返
す
と
、

驚
く
こ
と
に
八
千
両
の
黄
金
が
あ
り
「
與
孫
八
千
両
」
と
の
言
葉
が
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
治
平
は
、
刻
ま
れ

た
言
葉
に
「
孫
八
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
孫
八
に
與
ふ
も
の
と
し
て
孫
八
を
説
得
し
た
。
孫
八
も
こ
れ
を
許
諾
し
て
富
貴
人
と

な
っ
た
。
天
満
天
神
の
言
わ
れ
た
重
報
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
話
は
、
孫
八
と
亀
松
が
不
思
議
な
縁
に
引
か
れ
て
念
者
と
若
衆
の
契
り
を
結
ぶ
に
至
る
話
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
天
満
天
神
の

神
威
譚
と
荒
れ
屋
敷
に
出
没
す
る
妖
怪
譚
を
絡
ま
せ
、
実
に
興
味
深
い
内
容
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
特
に
、「
與
孫
八
千
両
」
が
「
（
三

木
治
平
の
）
孫
（
子
孫
）
に
八
千
両
を
與
ふ
」
意
と
共
に
「
孫
八
に
與
ふ
」
と
も
読
め
る
と
い
う
漢
文
を
生
か
し
た
趣
向
は
、
漢
学

者
岡
島
な
ら
で
は
の
話
作
り
と
言
っ
て
よ
い
。 

注
目
す
べ
き
は
、
王
振
忠
氏
が
「
契
兄
、
契
弟
、
契
友
、
契
父
、
契
子 

―
― 

《
孫
八
救
人
得
福
》
的
歴
史
民
族
背
景
解
讀
」［
注

14
］
の
中
で
、
こ
の
孫
八
の
話
を
、
福
建
省
の
契
兄
弟
か
ら
の
影
響
を
受
け
成
立
し
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
王
氏
は

福
建
と
長
崎
が
特
に
貿
易
関
係
に
お
い
て
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
江
戸
時
代
当
時
の
日
本
人
は
中
国
の
も
の
な
ら
何
で
も
有

難
が
っ
て
受
け
入
れ
て
い
た
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
一
風
変
わ
っ
た
（
王
氏
は
「
畸
俗
」
と
評
し
て
い
る
）
男
色
風
俗
は
そ
う
し
た
背

景
に
因
っ
た
も
の
だ
と
指
摘
す
る
。 

孫
八
と
亀
松
の
よ
う
な
男
色
風
俗
が
、
福
建
の
契
兄
弟
か
ら
の
影
響
だ
と
す
る
王
氏
の
見
解
は
、
日
本
の
男
色
風
俗
を
知
る
我
々

と
し
て
は
到
底
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
念
者
・
若
衆
の
話
は
、
前
掲
の
戦
国
時
代
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
井
原
西
鶴
『
男
色
大
鑑
』（
一
六
八
七
年
）
に
は
同
様
の
話
が
日
本
全
国
か
ら
採
取
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
珍

し
い
話
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
崎
と
福
建
が
「
浄
の
男
道
」
と
し
て
の
男
色
風
俗
と
し
て
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ

た
こ
と
は
十
分
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
王
氏
が
、
こ
う
し
た
「
畸
俗
」
が
長
い
海
上
生
活
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
海
民
的
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
点
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
野
田
笛
浦
が
文
政
九
年
に
日
本
に
漂
着
し
た
中
国
人
（
清
人
）
を
長
崎
ま
で
護
送
し
た
折
の
記
録
で
あ
る
『
得
泰
船

筆
語
』
の
中
に
、
清
人
が
長
い
船
中
の
は
極
め
て
退
屈
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
無
興
を
慰
め
る
た
め
に
好
書
、
美
酒
、
博
打
や
碁
な

ど
様
々
な
方
法
を
用
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
女
性
の
代
わ
り
に
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
語
っ
た
話
が
あ
る
。
王
氏
は
こ
れ
を
引
き

な
が
ら
、 

  

可
能
正
是
因
爲
海
外
貿
易
生
活
中
如
比
無
煩
悶
的
實
態
、
才
使
得
原
本
正
常
的
人
際
契
約
関
係
發
生
了
逆
轉
和
變
体
、
出
現
了 

所
謂
「
境
遇
性
的
同
性
戀
」
或
「
偶
發
的
同
性
戀
」 

 

（
海
外
や
海
上
で
の
貿
易
に
携
わ
る
生
活
は
退
屈
過
ぎ
る
と
う
い
実
態
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
よ
っ
て
本
来
正
常
で
あ
る
人 

間
関
係
も
そ
こ
で
は
些
か
異
常
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が
表
面
化
し
た
の
が
、
特
別
な
境
遇
に
よ
て
生
ま
れ
た

同
性
愛
で
あ
り
、
偶
発
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
同
性
愛
で
あ
る
。） 

 

 

と
述
べ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
船
中
に
お
け
る
女
性
の
不
在
と
そ
の
代
替
が
、
孫
八
と
亀
松
の
よ
う
な
男
色
の
起
源
と
は
と
て
も
言
え

な
い
が
、
重
要
な
の
は
、
船
中
の
女
性
不
在
が
男
色
を
助
長
す
る
温
床
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
男
色
の

温
床
の
〈
場
〉
と
し
て
は
、
戦
場
と
仏
教
世
界
の
二
つ
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
戦
場
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
武
士
の
世

界
で
あ
り
、
そ
こ
に
女
性
は
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
女
性
の
代
替
と
し
て
の
男
色
が
様
々
に
行
わ
れ
た
と
い
う
指
摘
で



あ
る
。
ま
た
、
仏
教
、
特
に
僧
侶
の
集
団
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
女
人
不
在
の
世
界
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
こ
で
情
愛
が
広
が
る
過
程

で
代
替
と
し
て
の
男
色
が
瀰
漫
し
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
注
７
の
拙
論
「
戦
士
の
ロ
マ
ン
ス
」
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
〈
場
〉
は
男
色
の
温
床
で
は
あ
っ
て
も
起

源
で
は
な
い
。
起
源
は
も
っ
と
別
の
、
人
間
の
精
神
に
深
く
根
差
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
王
氏

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
船
上
と
い
う
〈
場
〉
も
、
戦
場
や
仏
教
世
界
と
比
較
し
て
も
引
け
を
取
ら
な
い
ほ
ど
の
、
重
要
な
男
色
の
温

床
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
掲
出
し
た
沈
徳
符
『
萬
歴
野
獲
編
』
補
遺
巻
三
の
「
風
俗
、
契
兄
弟
」
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る

の
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

聞
其
事
肇
於
海
寇
云
。
大
海
中
禁
婦
人
在
師
中
，
有
之
輒
遭
覆
溺
，
故
以
男
寵
代
之
。
而
酋
豪
則
遂
稱
契
父
，
因
思
孫
恩
在
晉

以
諸
妓
妾
隨
軍
。
豈
海
神
好
尚
、
亦
隨
今
古
變
改
耶
。 

 
 

（
船
上
に
お
い
て
男
色
が
行
わ
れ
た
風
習
は
、
海
賊
（
倭
寇
）
か
ら
始
ま
っ
た
ら
し
い
。
大
海
原
に
あ
る
軍
隊
に
女
性
を
連
れ

て
行
く
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
も
し
そ
う
す
れ
ば
、
船
は
転
覆
し
人
々
が
溺
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
男
を
も
っ
て

こ
れ
に
代
え
、
海
賊
の
頭
た
ち
は
そ
の
男
た
ち
の
契
父
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
昔
、
孫
恩[

未
詳
～
四
〇
二
年
、
孫
恩
の
乱
の

首
謀
者]

が
晋
の
時
代
に
多
く
の
妓
女
や
妾
を
船
に
乗
せ
従
軍
さ
せ[

そ
の
悉
く
が
海
の
藻
屑
と
な
っ
た
が]

、海
神
が
そ
う
し

た
振
舞
い
を
好
み
は
し
な
い
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
古
今
変
わ
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。） 

  

問
題
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
契
兄
弟
、
そ
し
て
契
父
と
称
し
て
若
い
男
を
船
に
乗
せ
る
風
習
が
海
賊
、
即
ち
倭
寇
か
ら
始

ま
っ
た
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
倭
寇
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
前
期
倭
寇
（
十
四
世
紀
）
と
後
期
倭
寇
（
十
五
・
六
世
紀
）

と
に
分
か
れ
、
前
期
の
主
た
る
構
成
民
族
は
日
本
、
後
期
は
朝
鮮
・
中
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
契
兄
弟
や
契

父
の
習
俗
が
後
期
倭
寇
に
な
っ
て
突
如
と
し
て
発
生
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
の
『
萬
歴
野
獲
編
』
に
言
う
「
海
寇
」
は
前

期
倭
寇
も
し
く
は
前
後
期
を
通
じ
て
の
倭
寇
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
海
寇
」
へ
の
言
及
は
、

こ
の
契
兄
弟
や
契
父
の
習
俗
が
日
本
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

も
う
一
つ
は
「
海
神
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
海
神
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、『
萬
歴
野
獲
編
』
が
編
ま

れ
た
明
末
、
し
か
も
福
建
付
近
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
媽
祖
が
思
い
浮
か
ぶ
。
特
に
「
諸
妓
妾
」
を
船
に
乗
せ
た
た
め
に
転
覆
し
た
、
つ

ま
り
そ
の
た
め
に
海
神
の
逆
鱗
に
触
れ
た
と
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
神
と
は
女
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
媽
祖

は
福
建
省
沿
海
中
部
、
興
化
軍
莆
田
県
の
官
吏
で
あ
っ
た
林
氏
の
娘
と
言
わ
れ
、
生
前
に
不
思
議
な
霊
験
を
多
く
見
せ
た
た
め
に
海

神
と
な
っ
た
女
性
で
あ
る
。
彼
女
の
死
は
伝
説
に
彩
ら
れ
て
い
て
、
海
難
事
故
に
遭
っ
た
父
や
兄
を
救
う
た
め
に
行
方
不
明
に
な
っ

た
と
も
仙
人
に
な
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
背
景
が
あ
り
、
死
後
祀
ら
れ
る
と
海
難
事
故
を
防
ぐ
女
神
と
し
て
広
く
信
仰

を
集
め
た
。
媽
祖
の
廟
は
、
北
は
日
本
か
ら
、
南
は
ベ
ト
ナ
ム
ま
で
広
が
っ
て
い
る
［
注
15
］
。
し
か
し
、
媽
祖
は
菩
薩
と
も
習
合

さ
れ
る
慈
悲
の
神
で
あ
り
、
怒
り
の
た
め
に
船
を
沈
め
る
と
い
う
話
を
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
今
後
の
博
捜
を
俟
つ
し
か
な
い
が
、
媽

祖
と
関
連
の
深
い
、
日
本
の
船
玉
信
仰
は
、
女
性
を
船
に
乗
せ
な
い
風
習
を
多
く
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
媽
祖
に

も
そ
う
し
た
女
性
忌
避
の
風
習
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。 

 

八 

東
ア
ジ
ア
の
海
洋
世
界
と
男
色 

  

こ
の
よ
う
に
日
中
の
男
色
と
海
域
に
関
す
る
幾
つ
か
の
文
献
か
ら
、
明
末
（
中
国
）、
室
町
・
江
戸
初
期
（
日
本
）
の
十
六
・
十
七

世
紀
、
東
ア
ジ
ア
の
海
域
・
船
上
を
経
由
し
て
男
色
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
と

よ
り
、
今
後
の
調
査
に
俟
つ
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
以
上
取
り
上
げ
た
文
献
の
み
か
ら
で
も
、
そ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
男

色
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 



 
そ
こ
で
、
最
後
に
東
ア
ジ
ア
の
海
洋
世
界
と
男
色
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
可
能
性
の
あ
る
資
料
を
問
題
提
起
と
し
て

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
一
七
世
紀
初
頭
に
盛
ん
に
作
ら
れ
、
多
く
の
寺
に
奉
納
さ
れ
た
船
絵
馬
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と

し
て
末
吉
長
方
が
寛
永
九
～
十
一
年
（
一
六
三
二
～
三
四
）
に
朱
印
船
の
無
事
帰
着
を
感
謝
し
て
奉
納
し
た
絵
馬
や
、
同
じ
く
寛
永

十
一
年
に
角
倉
厳
昭
が
清
水
寺
に
奉
納
し
た
絵
馬
が
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
絵
馬
に
つ
い
て
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
出
版
さ
れ
た
『
南
方
渡
海
古
文
献
図
録
』[

注
16]

の
解
説
（
寛
永
十

一
年
「
末
吉
船
」）
に
「
航
海
中
の
徒
然
に
種
々
の
遊
芸
を
慰
む
様
を
描
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
味
線
、
カ
ル
タ
、
双
六
を
始
め
と

す
る
様
々
な
遊
興
が
行
わ
れ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
特
に
目
を
引
く
の
は
、
若
衆
姿
の
男
た
ち
が
多
く
描
か
れ
、
そ

の
遊
興
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

江
戸
初
期
風
俗
画
に
若
衆
が
多
く
出
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
も
そ
う
し
た
風
俗
画
に
倣
っ
た
と
も

言
え
な
く
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
風
俗
画
に
同
じ
く
多
く
登
場
す
る
遊
女
や
湯
女
た
ち
の
姿
が
、
こ
の
船
絵
馬
で
は
ま
ず
見
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
朱
印
船
を
始
め
と
す
る
航
海
船
に
は
若
衆
が
多
く
乗
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

と
同
時
に
、
も
う
一
つ
気
に
な
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
絵
馬
に
僧
侶
・
稚
児
と
思
し
き
人
物
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

次
に
、
寛
永
十
一
年
に
奉
納
さ
れ
た
末
吉
船
絵
馬
の
模
写
（
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
、
部
分
）[

注
16]

を
掲
出
し
た
。
こ
こ
に
は
左
側

に
他
の
船
絵
馬
と
同
様
に
多
く
の
若
衆
が
見
出
せ
る
が
（
若
衆
に
し
な
だ
れ
か
か
る
男
の
姿
も
見
え
る[

白
抜
き
Ａ]

）、
右
の
唐
破
風

の
屋
根
を
持
つ
御
座
所
に
僧
侶
と
稚
児
ら
し
き
人
物
が
見
え
る[

白
抜
き
Ｂ]

。
こ
の
二
人
が
誰
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
僧
侶
・

稚
児
と
東
ア
ジ
ア
の
渡
海
と
言
え
ば
、
禅
宗
を
中
心
に
し
た
僧
侶
た
ち
の
活
動
が
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

 
 

た
と
え
ば
、
現
在
、
韓
国
の
国
立
海
洋
遺
物
展
示
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
沈
没
船
で
、
新
安
船
と
呼
ば
れ
る
船
が
あ
る
。
こ
の
船

は
、
全
長
三
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
一
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
二
〇
〇
ト
ン
に
及
ぶ
大
型
船
で
、
十
四
世
紀
前
半
の
一
三
二
三
年
に
、
中

国
の
寧
波
か
ら
博
多
へ
向
か
う
途
中
、
朝
鮮
の
木
浦
沖
で
座
礁
、
沈
没
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
稿
者
も
当
地
（
海
洋
展
示
館
）

で
実
見
し
た
が
、
実
に
巨
大
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
大
交
流
時
代
の
繁
栄
ぶ
り
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。 

 

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
船
が
、
寺
社
造
営
料
唐
船
（
寺
社
を
造
営
修
復
す
る
た
め
の
寄
進
や
貿
易
を
行
う
船
）
で
あ
り
、
こ
の
寺

Ａ 

Ｂ 



と
は
多
く
が
禅
宗
関
連
の
仏
寺
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
新
安
船
の
積
荷
に
京
都
五
山
の
東
福
寺
の
も
の
が
あ
る
）。
こ
う
し
た
寺
社

造
営
料
唐
船
に
ど
の
程
度
の
禅
僧
が
乗
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
建
長
寺
船
・
天
龍
寺
船
な
ど
を
見
れ
ば
多
く
の
禅
僧
が
乗

っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
十
四
世
紀
～
十
六
世
紀
、
即
ち
室
町
期
の
禅
宗
で
は
、
稚
児
と
僧
侶
と
の
男
色
は
半
ば
公
認
さ
れ
て
い
た

か
の
よ
う
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
芳
澤
勝
弘
氏
に
よ
れ
ば
、 

 

室
町
禅
林
に
お
け
る
少
年
趣
味
は
す
で
に
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
過
大
に
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
う
か
と
い
っ
て
無
視
し
た
り
否
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
現
代
の
感
覚
や
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
異
常
な
こ
と

に
思
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
室
町
時
代
で
は
、
「
男
色
」
は
何
ら
疑
問
を
持
た
な
い
、
ご
く
当
た
り
前
の
、
空
気
の
よ
う
に
不

可
欠
の
「
文
化
的
要
素
」
で
あ
っ
た
と
す
ら
言
っ
て
よ
い
。[

注
17] 

  

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。 

問
題
は
、
こ
う
し
た
唐
船
に
乗
っ
た
禅
僧
た
ち
が
、
男
色
対
象
の
稚
児
を
同
船
さ
せ
て
い
た
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
資

料
を
見
出
せ
て
い
な
い
が
、
先
に
掲
示
し
た
末
吉
船
の
絵
馬
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
可
能
性
は
高
い
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う

で
あ
れ
ば
、
こ
の
海
域
の
船
上
と
い
う
場
所
は
、
武
士
（
海
商
、
海
寇
）
と
僧
侶
と
い
う
男
色
の
二
大
繁
殖
勢
力
が
密
接
に
交
錯
し

た
、
極
め
て
重
要
な
〈
場
〉
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

注
１ 

『
海
洋
白
書
２
０
０
７
』
海
洋
制
作
研
究
財
団
監
修
、
成
山
堂
書
店
な
ど 

注
２ 

染
谷
智
幸
『
冒
険 

淫
風 

怪
異
―
東
ア
ジ
ア
古
典
小
説
の
世
界
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年 

注
３ 

桃
木
至
朗
編
『
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
入
門
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年 

注
４ 

南
方
熊
楠
「
岩
田
準
一
宛
書
簡
、
昭
和
六
年
八
月
二
十
日
付
」『
南
方
熊
楠
全
集
』
９
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年 

注
５ 

中
沢
新
一
『
浄
の
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
〈
南
方
熊
楠
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〉』
解
題
、
河
出
文
庫
、
一
九
九
一
年 

注
６ 

千
葉
徳
爾
『
た
た
か
い
の
原
像
』
第
七
章
「
武
士
と
少
年
愛
」
平
凡
社
選
書
一
三
九
、
一
九
九
一
年 

注
７ 

染
谷
智
幸
『
西
鶴
小
説
論
―
対
照
的
構
造
と
〈
東
ア
ジ
ア
〉
へ
の
視
界
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
五
年 

注
８ 

杉
島
敬
志
「
精
液
の
容
器
と
し
て
の
男
性
身
体─

─
─

精
液
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
民
俗
的
知
識
」『
文
化
人
類
学
』 

４
号
、
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、
一
九
八
七
年
十
月
。 

注
９ 

三
品
彰
英
『
新
羅
花
郎
の
研
究
』
三
品
彰
英
論
文
集
第
六
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
、
一
二
五
～
一
二
六
頁
。 

注
10 

『
萬
歴
野
獲
編
』（
五
）、
偉
文
図
書
出
版
社
（
中
華
民
国
）、
一
九
七
六
年 

注
11 

呉
存
存
『
中
国
近
世
の
性
愛
』
青
土
社
、
二
〇
〇
五
年 

注
12 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
金
文
京
「
東
ア
ジ
ア
の
異
類
論
争
文
学
」（『
文
学
』
特
集
「
漢
字
文
化
圏
を
読
み
直
す
」
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し
い
。
な
お
、
こ
の
『
童
婉
争
奇
』
に
関
し
て
は
、
金
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
書
の
、
童
（
男

色
）
と
婉
（
女
色
）
の
争
奇
（
論
争
）
が
、
西
鶴
の
『
男
色
大
鑑
』
の
冒
頭
、
巻
一
の
一
「
色
は
ふ
た
つ
の
物
あ
ら
そ
ひ
」

に
載
る
、
女
色
男
色
優
位
論
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
西
鶴
の
前
の
時
代
の
仮
名
草
子
に
も
、
似
た
よ
う
な
女
色
男
色
対

比
論
は
あ
っ
て
、
代
表
的
な
も
の
に
『
田
夫
物
語
』
寛
永
末
ご
ろ
成
立
（
野
田
寿
雄
氏
推
定
）
、『
よ
だ
れ
か
け
』（
巻
五
・
六

「
男
色
二
倫
書
」）
寛
文
五
年
刊
（
但
し
、
巻
六
に
承
応
二
年
に
完
成
し
た
と
あ
る
）、『
色
物
が
た
り
』
寛
文
年
間
成
立
（
野

田
寿
雄
氏
推
定
）
が
あ
る
。
た
だ
、『
童
婉
争
奇
』
と
日
本
の
仮
名
草
子
・
西
鶴
の
女
色
男
色
対
比
論
は
内
容
に
い
さ
さ
か
隔

た
り
が
あ
っ
て
直
結
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
述
べ
て
み
た
い
。 

注
13 

大
林
太
良
「
海
と
山
に
生
き
る
人
々
」『
山
民
と
海
人
』
日
本
民
俗
文
化
体
系
・
第
五
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
三
年 

注
14 

王
振
忠
「
契
兄
、
契
弟
、
契
友
、
契
父
、
契
子 

― 

《
孫
八
救
人
得
福
》
的
歴
史
民
族
背
景
解
讀
」『
漢
学
研
究
第
十
八
巻
』

民
国
八
九
年
［
二
〇
〇
〇
］
六
月 



注
15 

注
３
前
掲
書
の
第
２
篇
、
各
論
、
23
章
「
航
海
神
―
媽
祖
を
中
心
と
す
る
東
北
ア
ジ
ア
の
神
々
」（
藤
田
明
良
氏
執
筆
）
に

詳
し
い
。 

注
16
『
南
方
渡
海
古
文
献
図
録
』
大
坂
府
立
図
書
館
編
、
小
林
写
真
製
版
所
出
版
部
、
一
九
四
三
年
所
収 

注
17 

芳
澤
勝
弘
「
室
町
文
化
の
不
可
欠
要
素
と
し
て
の
男
色
」『
季
刊
禅
文
化 

一
八
七
号
』
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年 

 


