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中
国
の
開
港
と

　
　
　
　
ぞ
ド
く
き

ゃ
ウ

ザ
ほ
く
ニ

バ
ぱ

沿
海
市
場窟

謂
道
興
昂

章ヨ好

日
本

の
中
国

史
研
究

に
お

い
て
、

明
清
史

な

ど
他

の
分
野
同

様

に
清
末

民
初

期

の
研

究

は
世

界
的

に
高

水
準

に
あ

る
と

言

っ
て
も
過

言

で

は

あ

る
ま

い
。

そ
れ

は
、
戦
後

ま

も
な

く
か

ら

一

九
七

〇
年

代

に
か
け

て

の
研

究

の
蓄
積

に
よ

る

と

こ
ろ
、
と

り
わ
け

中
華

人
民

共
和

国

の
成

立

を

歴

史

学

的

に
ど

の
よ

う

に
と

ら

え

る
か

と

い
う
問
題

意
識

か

ら
展
開

さ

れ
た
社
会

経
済

史

研
究

の
果
た

し

て
き

た
役
割

が
大
き

い
。

そ

し

て
、
現
在

は
そ
れ
を

批
判
的

に
踏
ま

え

て
さ
ら

な

る
中

国

近

代

史

研

究

の
深

化

が

続

い

て

い

る
。

し
か

し
、

本
書

の
い
う

「文

化

大
革

命

の

余
塵

が
な

お
残

り
、

学
界

に
お

い
て
も

『革
・命

史

』

的
見

方

が

き

わ
め

て
強

か

っ
た
」

(本

書

三
頁

)

一
九
七

〇
年

代
後

半

以
降
、

日
本

に

お

け

る
歴

史
研
究

は
、

と

り
わ

け
日
本

近
世
史

・

西

洋
近

代
史

を
中
心

に
ア
ナ

ー

ル
派

の
影

響

を

色
濃

く

受

け
た
社
会

史
研

究

が
次
第

に
隆

盛

と

な

り
、

ま

た
文

革

に
よ

っ
て
露

呈

し
た
人

民
共

和

国

の
前
近
代

性

に
直
面

し
、

さ

ら

に

ス
タ

ー

リ

ン
主

義
批

判

に
止

ま

ら

ぬ
社

会
主

義

理
念

へ

の
懐

疑

の
醸
成

は
、

中
華

人

民
共
和

国
成

立

へ

の
道

程

に
関

し

て
も
そ

れ
ま

で
の
よ
う

に

「半
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封
建

・
半
植
民
地
」
規
定
に
従
っ
た
後
付
け
的

整
理
へ
の
深
刻
な
反
省
を
迫
り
、
そ
の
た
め
に

社
会
経
済
史
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学

の
方
法
論

に
基
づ
い
た
中
国
近
代
史
研
究
は
、

次
第
に
そ
の
影
を
薄
く
し
て
い
っ
た
。

一
九
八

〇
年
代
以
降
、
近
代
中
国
を
ブ
イ
ー
ル
ド
と
す

る
社
会
経
済
史

は
、
歴
史
的
に

一
定
の
終
着

点
、
す
な
わ
ち
、
中
国
共
産
党
言
い
換
え
れ
ば

毛
沢
東
に
よ
る
公
式
見
解
に
沿
っ
た
中
華
人
民

共
和
国

の
成
立
の
前
提
を
論
証
す
る
の
で
は
な

く
、
か
え

っ
て
そ
れ
ら
を
も
う

一
度
検
討
の
姐

上
に
上
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
研
究
を

問
い
直
し
、
さ
ら
に
中
華
人
民
共
和
国
の
現
状

を
批
判
的

に
検
討
す
る
視
座
を
獲
得
し
よ
う
と

す
る
努
力
を
重
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
政
治
過
多
の
中
国

に
お
い
て
、
文
革
に
掲
げ
ら
れ
た
理
念
と
現
実

と
の
乖
離

の
極
端
な
姿
を
見
、
さ
ら
に
一
九
八

九
年
に
始
ま
る

一
連
の
世
界
史
的
変
動
に
よ
っ

て
、
歴
史
事
象
の
類
型
化
は
不
可
能
事
な
の
で

は
な
い
か
と
の
疑
念
が
生
じ
る
に
至

っ
た
。
さ

ら
に

「世
界
史
の
基
本
法
則
」
な
ど
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
天
下
国
家
あ
る
い
は
大
所
高
所
か

ら
の
議
論
か
ら
で
は
な
く
、
強
調
さ
れ
る
の
は

生

活
者

の
視

点

で
あ

っ
た

り
、
家

計

簿
か

ら

の

世

界
史

で
あ

っ
た
り

す

る
よ
う

に
な

っ
た

。

し

か
し
、

こ
う
し

た
視
点

は
天
下

国
家

や
大

所
高

所
を
決

し

て
無
視

し

て

い
た

の
で

は
な
く

、

ミ

ク

ロ
の
視
点

か

ら

マ
ク

ロ
を
見
抜

く
視

角

を
獲

得

し

て

い
た
か

ら

こ
そ
、
社

会
史

と

い
う
新

た

な
分
野

が
中

国
近

代
史

に
お

い
て
も
定

着

し

て

い

っ
た

の
で
あ

る
。

も
ち

ろ
ん
、

そ

う

で
あ

る

か
ら

と

い

っ
て
経

済
史

研
究

、
特

に
社

会
経

済

の
構
造

的
把

握

や

マ
ク

ロ
の
視
点

が
不

要

に
な

る
わ

け

で
は
な

い
。

ミ
ク

ロ
の
視

点

か
ら

の
整

理
と

は
異

な

っ
た
視

角

か

ら

の
検

討
も

、
全

体

像

把
握

に

は
不
可

欠
だ

か

ら

で
あ

る
。

本
書

は
、

そ

う
し
た

一
九

七
〇

年
代
初

め

に

清
末

民

初
期

の
社
会

経

済
史

研
究

に
志

し
た

研

究

者

の

こ
れ
ま

で

の
成

果
を
集

大
成

し
た
書

物

で
あ

る
。
各

章

の
初

出

一
覧

(
二
〇
三
頁

)

に

よ
れ
ば

、
最

も
古

く

は
第

一
章

に
あ

て
ら
れ

た

一
九
八

一
年

発
表

、
最

新

の
も

の
は
第

四
章

に

あ

て

ら

れ

た

二
〇

〇

二
年

発

表

の

も

の

で

あ

る
。

こ

の
間

二
〇
年

以

上

の
時

間

が
流

れ

て

い

る
わ
け

で
あ

る

が
、
そ

れ

は
上

述

し
た

よ
う

に

世

界
史

的
変

動
が
展

開

し
、
中

国
近

代
史

研
究

も

そ

の
影

響

を

大

き

く

受

け

た
時

期

で

あ

っ

た
。
し

た
が

っ
て
、
本
書

は
著

者

の
真
摯

な
研

究

が
時
代

の
転

換

に

い
か

に
関

わ

っ
て

い

っ
た

か
も
垣
間

見

せ

て
く
れ

る
も

の
で
あ

る
。

本
書

全
体

の
構
成

を

同
書

の
目

次

に
よ

っ
て
示

し

て

お

こ
う
。

は
し
が
き

序
論

中
国
の
開
港
と
沿
海
市
場

第

一
章

開
港
後
に
お
け
る
外
国
貿
易
品
流
通

機
構
の
一
考
察
ー

ギ
ル
ド
の
流
通
支
配

を
中
心
と
し
て

は
じ
め
に

第

一
節

資
料
上
に
見
る

「中
国
商
人
の
優

勢
」
に
つ
い
て

第
二
節

輸
出
品
-

茶

・
生
糸

第
三
節

輸
入
品
-

綿
布

・
ア
ヘ
ン

第
四
節

ギ
ル
ド
の
独
占
利
潤
に
つ
い
て

お
わ
り
に

第
二
章

十
九
世
紀
後
半
期
、
中
国
沿
岸
部
の

市
場
構
造
1

「半
植
民
地
化
」
に
関
す

る
一
視
点

は
じ
め
に

第

一
節

沿
海
貿
易
の
歴
史

第
二
節

十
九
世
紀
後
半
期
の
沿
海
貿
易
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(
一
)
南
洋
沿
岸
貿
易

(二
)
北
洋
沿
岸
貿
易

お
わ
り
に

第
三
章

広
東
省
潮
州
地
方
に
お
け
る
砂
糖
貿

易
の
展
開
と
地
域
社
会
ー

汕
頭
港
の
流

通
状
況
を
中
心
と
し
て

は
じ
め
に

第

一
節

潮
州
地
方
に
つ
い
て

第
二
節

汕
頭
開
港
以
前
の
貿
易
状
況

第
三
節

開
港
後
に
お
け
る
砂
糖
貿
易
の
発

展
と
潮
州
社
会

お
わ
り
に

第
四
章

十
九
世
紀
中
葉
、
上
海
に
お
け
る
豆

規
銀
本
位
制
の
成
立
に
つ
い
て
ー
1
中
国

在
来
の
地
域
的
通
貨
金
融
機
構
の
一
考
察

は
じ
め
に

第

一
節

江
漸
地
方

の
通
貨
体
制
と

「銀

貴
」

(
一
)
ス
ペ
イ
ン
ド
ル
の
流
通

(二
)
銭
荘
手
形
-

銭
票

・
銀
票

(三
)
江
漸
に
お
け
る

「銀
貴
」

第
二
節

上
海
の

「銀
貴
」
と
通
貨
危
機

第
三
節

豆
規
銀
本
位
制
の
成
立

お
わ
り
に

付

編

も

う

一
つ
の
上

海
案

内
l
I
魔

都

・
上

海

戦

・
豫
園

あ
と
が
き

索
引一

瞥

す

れ
ば
明

ら

か
な

よ
う

に
、

ア

ヘ
ン
戦

争

後
、

世
界

資
本

主
義

に
リ

ン
ク
さ

れ
た
清
末

民

初
期

の
華

中
華

南

を
考
察

の

フ
ィ
ー

ル
ド

に

設

定

し
た
、

手
堅

い
社

会
経

済
史

の
手

法

に
よ

る
研

究

で
あ

る
。

本

書

の
内

容

を
、

目

次

に

沿

っ
て
大

ま
か

に
ま

と

め

て
お

こ
う
。

一
九

九

一
年
初

出

の
論

文

に
基
づ

く
序
論

で

は
本
書

全
体

の
大
枠

を
提

示

す
る

た
め

に
、
全

体

的

な
先
行

研
究

の
整

理

を
兼

ね

な
が
ら

、
著

者

が

フ
ィ
ー

ル
ド
と

し

た
時
代

と
地

域

に

つ
い

て

「十

九
世

紀
末

以
降

、

中

国
沿
海

各
地

の
社

会

経
済

は
対
外

依
存

的

な
性
格

を
強

め
、

人

々

の
生

活

は

ア
ジ

ア
に
お

け

る
国
際

分
業
体

制

の

も
と

に
組

み

込

ま

れ

て

い

っ
た
」

(
二
九
頁

)

こ
と

を
指
摘

す

る
。

も

っ
と

も
、
各

章

に
お

い

て
も

そ

れ
ぞ

れ

「
は
じ

め

に
」

で
研
究
史

の
整

理
を

行

っ
て
お
り
、

ま

た

「序
論

」
註

(10
)
で

も
同
様

の

こ
と
が
行

わ

れ

て

い
る
。
本
書

の
成

り
立

ち

が
合
計

六
本

の
既
出

論
文

に
よ
る

こ
と

か

ら
や

む
を
得

な

い
面

で

は
あ

る
が
、
本

書

の

研
究

史

上

の
位

置

づ
け

を
よ

り
明
確

に
す

る
た

め
に
も

、
個
別

の
章

に
お

い
て
そ

れ
ぞ

れ

の
研

究
史

の
整

理

を
行

う

こ
と

は
最
小

限

に
し

て
、

全
体

に
わ
た

る

も

の
は

一
括

し

て
序

章

の
本
文

に
お

い
た
方

が
良

か

っ
た

の

で
は
な

い
か
と

若

干
悔

や

ま

れ

る
。

さ

て
著
者

は
、

先
学

が
多

く
取

り
上

げ

て
き

た

ミ

ッ
チ

ェ
ル
報

告
書

の

一
節

を
引
用

し
、

開

港

後

の

「
中

国

各

地

に
地

域

間

分

業

に

よ

る

さ

ま
ざ

ま

な

商

品

交

換

関

係

が

存

在

し

て

い

る
」

こ
と

、
そ

れ

は
中

国

沿
岸
地

域

に
限

っ
て

は

「
ヨ
ー

ロ

ッ
パ
世

界
経
済

の
周
辺
部

に
位

置

し
た

の
で
は
な

く
、

そ

れ

に
従

属

し
た

の

で
も

な

い
、
正

に

そ

の
外

側

に
屹
立

し

て
そ

れ
自

身

が
中

心

の

ひ
と

つ
の
世

界
市
場

、
世

界
経

済
を

形
成

し

て

い
た

の
で
あ

る

」

(
一
二
頁

)

と
強

調

す

る
。

そ

の
際

、
著

者

の
分

析

工

具

と

し

て

「沿
海

市

場
」

と

い
う
概
念

を
提

示

し
、

明

代

に

は
す

で
に

「華

々
し

い

シ
ナ

海
貿

易

の

一

方

で
、
中

国

の
沿
海
地

域

に
地
味

な

が
ら
も
堅

実

な

沿
海

貿

易

が
成

長

し

つ

つ
あ

っ
た

」

(
一

六
頁

)

こ
と

、
清

代

に
は

一
時

「外
国

貿
易

が

抑

制

さ
れ

て

い
た

の
と

は
対
照
的

に
、

中

国
沿
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海
地

域

に
お

い

て
沿

海
貿

易

は
か

え

っ
て
繁

栄

の
ピ

ー
ク

を
迎

え

て

い
た

」

(
一
八

頁

)

こ
と

を
指
摘

し
、

そ

れ

は

「江

南
地

方

を
中
軸

と
し

て
北

は
東
北

か

ら
南

は
広

東

に
至

る
巨
大

な
沿

海

市

場

が
生

ま

れ
た

」

(
一
八
頁

)

と

の
認

識

に

い
た

る
の

で
あ

る
。

そ
し

て
、
沿

海
貿

易

に

つ
い
て

の
開

港

の
影
響

を
、
筆

者

は

マ
イ

ナ

ス

と

の
み
考

え
ず

、

「歴
史

の
後
戻

り

で
き
な

い

潮

流

で
あ
り

、
中

国

の
社

会
経

済

や
人

々

の
生

活

に
と

っ
て
も
新

た

な
展

開

の
可
能
性

を
与

え

た

」

(
二
ニ

ー

二
三

頁

)

と

し

て
、

従
来

よ
り

積
極

的

に
評
価

し
よ

う

と
す

る
。

し
か
し

、

一

八

八
〇
年

代

以
降

、
沿

海

部

の
市
場
構

造

に
変

化

が
現

れ
始

め

(
二
五

頁

)
、

「中
国

沿
海
地

域

に
長

期

に
わ

た

っ
て
存

在

し
、

開
港
後

に
は
発

展

の
兆
候

さ

え
示

し

て

い
た
市

場
構
造

は
十

九

世
紀
末

に
解

体

し

、

こ

れ

に
代

わ

っ
て
、
全

く

新

し

い

ア
ジ

ア
間

貿

易

が
形

成

さ

れ

た
」

(
二

七
頁

)
と
把

握

す

る
。

そ
れ

は
、
上

海

の
綿
紡

織
工
業

な

ど

の
経
済

発

展

の
動

き

は

「近
代
産

業

の
出

現

に
見

ら

れ

る

沿
海
各

地

の
周
辺
化

の

動

き

と
は

一
見

す

る
と

矛
盾

す

る

よ
う

に
思
わ

れ

る
」

(
二
九

頁

)

が

、

こ
れ

が

「
十
九

世
紀

末

以
降

、
中

国
市

場

が

世

界
経

済

に
組

み
込

ま

れ

て

い
く

中

で
同
時

進

行

し

て

い

っ
た
」

(
二

九
頁

)

と

い
う
。

第

一
章

は
も

と

は

一
九

八

一
年

初

出

の
論

文

で
あ

り

、

本

書

の
中

で

は
最

も

古

い
論

考

が

土

台

に
あ

る
。

こ

こ
で

は
、

タ

イ

ト

ル

に

示

さ
れ
た

と

お
り
開

港
後

の
外

国
商

品

の
流
通

構
造

の
分

析

が

お

こ
な

わ
れ

、
著

者

が
先
行

研

究

の
蓄

積

が
薄

い
と
す

る

「中

国
商

人
と

そ

の

流
通

機

構

」

(
三
八

頁

)
を

検
討

す

る
。

そ

の

際
、
先

行

研
究

で
多

く
扱

わ

れ
た

「
買
弁
」

に

つ

い

て
、

そ

の
語

義

を

分

析

的

に

限

定

し

つ

つ

「
西
洋
商

会

に
属

し

て
、

そ

の
売

買
取
引

を

全

面

的

に
請

け
負

っ
て

い
る
」

「
貿

易
買

弁

」

(三

八

頁

)

を
と

り

あ
げ

、

「
『
買

弁
』

と

い
う

言
葉

一
つ
で

そ

の

『売

国

的
』

と

い
う
語
感

だ

け

で
も

っ
て
、
中

国
商

人

の
歴
史

的
役
割

を

断

罪
す

る

こ
と

で
は
な

く
、

当
時

の
大
衆

が
ど

の

よ
う

な
環
境

の
も
と

で
暮

ら
し

て

い
た

の
か
、

そ

の
社
会

的

環

境

を

正
確

に
理
解

す

る

」

(
三

九

頁
)

こ
と
を

課
題

と
し

て
設
定

す

る
。

つ
ま

り
、
従

来

の
研
究

に
お

い
て
歴
史

用
語

に
過
度

に
付
着

し

た
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
を
払
拭

す

る

こ
と

も
、
課

題

と
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

こ
で
描

か
れ

る

の
は
引
用

し

た
史
料

か
ら

明
ら

か

で
あ

る
が

「中

国
商
人

は

つ
い
に
外
国

商
会

の
助

力

な
し

で
自
信

の
取

引

を
行

い
う

る
よ

う
に
な

」

(
四
〇
頁

)

り
、

「英
国
商

人

の
忌

み
き

ら
う

も

の

は
、
正

に
中

国
商

人

に
他

な
ら

な

い
」

(
四

一
頁

)

ま

で

の

「
中

国

商

人

の
優

勢

」

を

示

し
、

そ

の
基
盤

が

ギ

ル
ド
体
制

に
あ

る
と
著
者

は
論

ず

る

(
四

一
-

四
二
頁

)
。

そ
れ

は
、

「十

九
世

紀
後

半
期

に
お

い
て
は
、

通
説

と
異

な

っ

て
、

外

国
商
人

と
中

国
商

人

と

の
間

に
大

き

な

矛
盾

が
存

在

し

た
」

(六

四
頁
)

と

の
主
張

に

つ
な

が

り
、

そ

の
ギ

ル
ド

が

「十
九

世
紀

末

以

降
、

商

会
組

織

に
発

展

し
た

」

(
六

四

頁

)

こ

と
を

指
摘

す

る
。

第

二
章

は

一
九
八

三
年
執

筆

、

一
九

八

六
年

発

表

の
論
文

が
基

礎

と
な

っ
て

い
る
。

そ

こ
で

は
、

当
時

の
学

界
状

況
を

か

い
ま
見

る

こ
と

が

出

来

る

こ
と

で
は
あ

る
が
、

毛

沢
東

ら
中

国
共

産

党

に

よ
る

「半

植
民

地
反

封
建

社
会

」
規

定

に

つ
い
て
、

こ
れ
を
的

確

に
批
判

し

た
久
保

亨

氏

の
論

考

を
引

き

な

が

ら
、

こ
れ

を
安

易

に

当

て
は
め

て
歴
史
事

象

を
解

釈

し

て
き

た
従

来

の

あ

り
方

を

「
結

論

が

あ

ら

か

じ

め
決

め

ら

れ

て

い
た
」

た

め

に

「
十

九

世

紀

後

半

期

の

社

会

経

済

史

像

の
解

明

に
と

っ
て
大

き

な

制
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約
と
な
り
、
そ
の
実
像
は
深
く
探
求
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
」
(七
七
頁
)

と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

近
代
中
国
に
対
す
る

「半
封
建
半
植
民
地
」
規

定
は
中
華
人
民
共
和
国
成
立
を
終
着
点
と
し

て
、
そ
の
終
着
点
を
正
統
な
も
の
と
前
提
す
る

立
場
か
ら
歴
史
を
傭
鰍
す
る
結
果
論
的
整
理
で

あ
る
。
著
者
は
ま
た

「中
国
に
お
け
る

『半
植

民
地
化
』
過
程
と
は
、
資
本
主
義

の
侵
略
と
、

そ
れ
に
対
す
る
中
国
側
の
抵
抗
と
の
力
関
係
の

過
程
」

(七
七
頁
)
で
あ
る
と
、

一
面
的
な
被

侵
略
の
側
面
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
懸
念

を
表
す
る
。
当
然
の
議
論
で
あ
る
が
、
ア
ヘ
ン

戦
争
に
よ
っ
て
、
天
下
国
家
的
世
界
観
の
な
か

に
あ
っ
た
中
国
が
、
主
権
国
家
が
剥
き
出
し
の

経
済
的
軍
事
的
圓
ぎ
合
い
を
展
開
し
て
い
る
国

際
関
係
と
関
係
し
た
結
果
、
政
治
的
経
済
的
に

従
属
的
な
地
位
に
置
か
れ
て
い
く
過
程
に
お
い

て
、
そ
れ
が

一
方
が
無
抵
抗
の
ま
ま
展
開
し
た

と
考
え
る
方
が
無
理
が
あ
ろ
う
。
さ
て
、
筆
者

は
そ
う
し
た
抵
抗
は

「生
産
を
背
後
で
支
え
て

い
た
商
品
流
通
」
を

「不
可
欠
の
要
因
と
い
え

る
」
(七
八
頁
)
と
し
、
市
場
構
造
か
ら

「半

植
民
地
化
」
過
程
検
討
の
意
義
を
述
べ
る
。
ま

た
、
沿

岸
貿

易
が

こ
れ

ま

で
の
研
究

史

に
お

い

て
等
閑

視

さ
れ

て
き
た

理
由

と
し

て

「対

外
貿

易

に
比

べ
、

き
わ

め

て
地

味

な
存
在

だ

っ
た
」

こ
と

と

「開

港
後

、
…

…
中

国
商
船

の
沿

岸
貿

易

が
破

壊

さ
れ
、
存

在

し
な

く
な

っ
て
し
ま

っ

た
と

考

え

ら
れ

た

こ
と

」

(
七
九

頁

)

を

あ
げ

る
。
後

者

に
関
し

て

は
、

開
港

後

も

「沿

岸
部

の
商

品
流
通

は
、

五
港
開

港

そ
し

て
天
津

・
北

京

条
約

の
以
後
も

、
変

わ

る

こ
と

な
く
行

わ

れ

て

い
た

」

(
一
〇

〇

頁

)

と
、
先

行

研

究

と
海

関

報
告

な

ど
を
用

い
な

が
ら
論

証

を
行

っ
て

い

る
。一

九

九

二
年

初

出

の
第

三
章

は
、

「十

九

世

紀

後
半

期

、
汕
頭

港
を

通
じ

て
行

わ

れ
た
砂
糖

貿

易

が

潮

州
地

方

の
社

会

経

済

と

ど

う

関

わ

り
、

ど

の

よ

う
な

意

義

を

持

っ
た

の
か

を

考

察

」

(
一

=

二
頁
)

す

る
。

そ
れ

を

通

じ

て
、

一
八

七
〇

1
八
〇

年
代

に
お

い
て

「中

国
沿

海

市
場

の
全

体
的
好

況

の
中

に
」
潮

州
地

方

が
社

会

的

安
定

と
富
裕

化

が
あ

っ
た

も

の

の
、

一
九

〇

〇

年

以

降

に
後

退

し

た

砂

糖

生

産

の
動

き

は
、

「東

ア
ジ

ア
地

域

に

お

け

る
構

造
的

な
市

場
流

通

の
変
化

の
中

で
も

た
ら

さ
れ

た
」

と
結

論

す

る

(
1
>>10

頁

)
。

さ

ら

に
、
著

者

は
潮

州
地

方
と
東

南

ア
ジ

ア
と

の
関

係
を
捕

捉

し
、

東
南

ア
ジ

ア

へ
の
潮
州

の
人

々

の
渡

航

は

「東

南

ア
ジ

ア
か
ら

の
金
銭

の
流

入

」
と

東
南

ア
ジ

ア
と

の
貿

易
を

「渡

航

の
増

加

に

と
も

な

い
拡

大

す

る
傾
向

に
あ
」

ら

し
め
た

と
主

張

し
、
潮

州
地

方

が
新
た

な
沿
岸

貿

易

を
通

じ

て
東

南

ア

ジ

ア
と

の
関
係

を
深

め

て

い

っ
た

こ
と

を
考
察

し
て

い
る
。

最
後

の
第

四
章

は

二
〇

〇

二
年
初

出

の
論
考

に
よ

っ
て
お

り
、
最

も
新

し

い
。

こ
こ

で
著

者

は
、

本

書

の
他

の
部

分

同

様

、

従

来

の
研
究

で

は
重

視

さ
れ

て

こ
な

か

っ
た

「豆

規

銀

」

と

「豆
規

銀
本

位
制

」

の
成

立
状

況
を

検
討

す

る
。

本

書

の
序

章

に

も

「
豆

規

銀

」

が

出

て

く

る

の
で

あ

る

が
、

そ

こ

に

は
何

の
説

明

も

な
く

、
第

四
章

冒
頭

に

お

い

て

「『
上
海

両

』

『
九

八
規

元

』
等

と
も

呼

ば

れ
、

一
八

五
〇

年

代
か

ら

一
九

三
〇

年
代

の
幣

制

改
革

の
と

き

ま

で
上

海
商
業

の
地

域
通

貨

で
あ

っ
た

銀
領

の
名

称

で
あ

る
」

が

「実

銀
を

持

た
な

い
架
空

の
銀

両

(虚
銀

)

で
あ
り

、

一
種

の
計
算

単
位

」

で

あ

り
、

「国
家

で
な

く

民

間

社
会

に

お
け

る

一

つ
の
本
位
貨

幣

制
度

」

と
初

め

て
筆

者

に

よ
る

説

明

が
な

さ

れ

て

い
る

(
一
四

一
頁

)
。

や

や
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不

親
切

で
あ

る
。

こ
の

「豆
規

銀
本

位
制

」

研

究

が

ほ
と

ん
ど
行

わ
れ

て

こ
な

か

っ
た

理
由

と

し

て
、

筆
者

は

「同
時
期

の
太

平
天

国

や
第

二

次

ア

ヘ
ン
戦
争

の
方

に
研

究

者

の
関

心

が
向

か

っ
た
た

め
」

(
一
四

二
頁

)

で
あ

り
、

「中

国

近
代

に
お

け
る
西
洋
勢

力

の
金

融
支

配
と

い
う

見
方

と

中
国
自

前

の

シ
ス

テ
ム

で
あ

る
豆

規
銀

生

の
存

在
と

が
矛
盾

し

て
お
り

、
前
者

の
影
響

が
強

い
た

め
」

(
一
六

七

頁

)

と
す

る
。
前

者

は
革

命
史

に
関

心

が
強

く
向

け

ら

れ

て

い
た

一

九

七

〇
年

代
初

頭
ま

で

の
状
況

と

そ

の
反

映

で

あ

ろ
う

し
、
後
者

は
既

出

の

「
半
植

民
地

」
規

定

に
と

ら
わ
れ

た
社
会

経

済
史

研
究

の
限

界

が

念

頭

に
あ

る
。

さ

て
本

章

で

は
、

江

漸

地

方

の

「銀
貴

」
が

ス

ペ
イ

ン
ド

ル

の
流

入
減

少

と

対

外

貿
易

入
超

に
よ

る
中

国
内

の
銀

の
流

出

に

よ

る

こ
と

(
一
四

八

ー

一
四
九

頁

)
、

そ

の
結

果

起

き
た
最

大

の
問
題

は

「銀
納

に
お
け

る
税

負

担
増

加

の
問
題

よ
り

も
、

そ
れ

に
先

行

し

て

納

税
者

の
生

活
基
盤

を

揺

る
が

し
た
通

貨
縮

小

に
よ

る
不
況

、
す

な
わ

ち

デ

フ

レ
ー

シ

ョ
ン
」

(
一
五

一
頁

)
と
指
摘

し

、

「信

用
不
安

に
よ

っ

て
銭

荘

手

形

の
流

通

も

縮

小

し

た

と

推

測

さ

れ

る

」

(
一
五

一
頁
)

と

す

る
。

同

様

に

「銀

貴

」

と
通

貨

危

機

が
出

来

し

た

上

海

で

は
、

「
清
朝

当

局

と

西
洋

領

事

・
西

洋
商

人

と

の
万

全

と
も
思

え

る
共

同
作
業

」

に

よ

っ
て
導

入
が

図

ら
れ

た

メ
キ

シ

コ
ド

ル

で
は
な

く

「
民
間

の

上

海
商
人

自
身

の
主

体
的

営
為

」

で
あ

る

コ
豆

規

銀
本
位

制
」

が
構

築

さ
れ

た

(
一
五

八
頁

)

と

す

る
。

そ

の

「豆

規
銀

本
位

制
」

は
、
上
海

の
主
要
業

種

を
網

羅

す

る

「
八
業
種

の
商

業

ギ

ル
ド

」

す

な

わ

ち

「
質

屋

・
綿

布

商

・
銭

荘

(B
an
k
ers
)
・
織

物

商

・
北

方

貿

易

商

・
穀

物

商

・
米
穀

商

・
綿

花
商

」

が
連

署

し

て
通

貨
危

機

へ
の
対
処

を

上
海
道

台

に
請

願
し

た

こ
と

に

始

ま

り

(
一
五

八

ー

一
五

九

頁

)
、

そ

の
中

の

銭
荘

業
者

が

「専

ら
銀

錠

に
基

づ
く
銭

荘

手
形

の
み

を
発
行

す

る
」

(
一
六
〇

頁

)

で
具
体

化

す

る

が
、
筆

者

は

こ

の

「銀

錠

」

を

「『
上

海

両
』

と
同

じ
く
豆

規
銀

を
指

す

こ
と

は
明

か

で

あ

る
」

(
一
六

二
頁

)

と

す

る
。

そ

し

て
、

利

金

の
徴
収

に
使
用

す

る
な

ど
清
朝

の
上

海
当

局

も

豆
規

銀

を
認

め

、

「
通
貨

状

況

が
安

定

を

回

復

J

(
1
六

二
頁

)

す

る

に
至

っ
た

こ
と

を

指

摘

す

る
。

し
か

も
、

「豆

規

銀
本

位

制

は
単

に

上
海

だ
け

の

ロ
ー
カ

ル
な
制
度

と

し

て

の
み
」

な

ら
ず
、

「広

域

的

で
重

層

的

な
金

融

市

場

を

形
成
」
し
て
い
た
中
国
各
地
に
存
在
す
る
独
自

の
通
貨
金
融
機
構
に
お
い
て

「上
海
の
豆
規
銀

本
位
制
は
こ
の
頂
点
に
位
置
し
て
い
た
」
(
一

六
五
頁
)
と
主
張
す
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
中

国
近
代
の
豆
規
銀
本
位
制
な
ど
は

「清
朝
幣
制

の
未
整
備
と
い
っ
た
歴
史
的
制
約
の
下
で
考
え

ら
れ
る
な
ら
ば
、
民
間
社
会
の
創
出
し
た
最
大

限
合
理
的
な
シ
ス
テ
ム
」
(
一
六
五
頁
)
と
高

い
評
価
を
与
え
る
。

付
編
は

一
九
八
八
年
初
出
で
あ
る
。
こ
こ
ま

で
の
研
究
論
文
と
打

っ
て
変
わ
っ
て
砕
け
た
調

子
で
語
り
な
が
ら

「外
国
租
界
の
中
心
、
外
灘

を
も
っ
て
上
海
の
中
心
と
み
な
す
考
え
方
は
、

私
た
ち

の
上
海
観

の
根
底
を
形
づ
く

っ
て
い

る
」
(
一
七
八
頁
)
な
ど
、
現
地
に
留
学
し
て

得
た
、
研
究
者
の
足
許
を
相
対
化
す
る
た
め
の

新
た
な
視
角
や
視
野
を
提
示
し
て
い
る
。

本
書
の
手
法
は
、
上
記
の
よ
う
に
き
わ
め
て

手
堅
い
社
会
経
済
史

の
手
法
で
あ
り
、
本
文
で

こ
そ
現
代
日
本
語
訳
の
史
料
を
示
し
て
い
る
が

註
に
は
引
用
資
料
の
原
文
を
収
め
、
読
者
が
原

典
に
当
た
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外

の
海
関
統
計
な
ど
も
同
様
で
あ
り
、
史
料
を
し

て
語
ら
せ
る
と
い
う
歴
史
学
の
基
本
姿
勢
に
貫
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か

れ

て

い
る
。

そ

の
上

で
、

筆

者

は

「
沿
岸
貿

易

」
と

「豆
規

銀
本
位

制
」

と

い

う
、
従

来

の

研
究

で
は
あ

ま
り
省

み
ら

れ
な

か

っ
た
歴

史
事

象

に
焦

点
を

当

て
る
こ
と

で
、

一
九

世
紀

後
半

の
中

国

に

お
け

る
国
際

経
済

と

地

域

経
済

が
密

接

に
連

関

し

て
い
た

こ
と

、

そ
れ

が
中
国

の
二

〇

世
紀

に
お
け

る

「
一
九

一
〇

年

代

後
半

に
は

民

族

産

業

の

『
黄

金

時
代

』

を
迎

え

」

(
二
九

頁

)

る
中

国
資
本
主

義

の
展
開

の
基

礎

と
な

っ

て

い

っ
た

こ
と

を
明
ら

か

に
し
た

。

そ

こ

に
描

か
れ

て
い
る

の
は
、

一
方

的

な
外

国

資
本

主
義

の
侵
略

と

そ
れ

に
困
惑

し
対
応

に
追

わ

れ

る
中

国
社
会

で
は
な

く
、
困
難

な
状

況

で
あ

る

こ
と

は
言

わ
ず

も
が

な

で
あ

っ
て
も
、

そ

れ

に
抗

い

な

が
ら
自

ら

の
産
業

を
育

て

て
い
く

中
国

の
経

済
発

展

の
姿

で
あ

っ
た
。

ま

た

「
買

弁
」

な

ど

イ

デ
オ

ロ
ギ

ー

の
手
垢

に
ま

み

れ
た

言
葉

を
、

歴
史

用
語

と

し

て
概
念

整
理

を
行

い
、
時

代
状

況

を
把
握

す

る
た

め
の
ひ

と

つ
の
工

具

と
し

て

い
る
。

こ
れ

ら
は
、

い
う

ま

で
も
な

く

「半
封

建

・
半
植

民
地

」
規
定

と

い
う

一
九

四
九

年

一

〇

月

一
日
を
終

着
点

と
し

、

そ

こ
に
全

て
が
収

敏

す

る
歴
史

叙
述

か
ら
生

ま

れ
出

る

こ
と

は
な

い
。

そ

の
意

味

で
も
、

本
書

は
新

し

い
時

代

の

社
会

経
済
史

研
究

で
あ

る
と

い
え
よ

う
。

最

後

に
、
若
干

の
疑
問

を
提

示

し

て
本

評
を

終

え
た

い
。

ま

ず
、

筆

者

は

「沿

岸

貿

易

」

が

「深
く
知

ら

れ

る

こ
と

が
な

く
、

研
究

も
分

散
的

で
あ

っ
た

」
理
由

と

し

て
、
そ

れ

が

「対

外

貿

易

に
比

べ
き

わ

め

て
地

味

な

存

在

だ

っ

た

」

こ
と

を

あ
げ

る
が

(七

九

頁

)
、

こ
れ

だ

け

で
は
理
由

と

し

て
や
や
薄

弱

で

は
な

い
だ

ろ

う

か
。

ま
た
、
筆

者

は
第

四
章

に

お

い
て

「豆

規
銀

本
位
制

」

の
成

立
過
程

を
扱

い
、

そ

の
中

で

「銀
貴

」

に

つ
い
て
議
論

し
て

い
る
が
、
従

来

の
研
究

で
は

「銀
貴

」

は

「銭
賎

」

と

セ

ッ

ト
と
し

て
考

察

し

て

い
た

の
で
は

な

い
だ
ろ

う

か
。

そ

う
す

る

こ
と

に

よ
り
、

銅
銭

と
銀

両

と

の
交

換
比
率

の
問
題

が
存

在
す

る

こ
と

が
明
確

に
見

て
取

れ

る

の
で
あ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
筆

者

は

「『
銀

貴

』

を

め
ぐ

る
諸

状

況
」

に

「
銀

納

に

お
け
る
税

負
担

増
加

の
問

題

」

が
あ

る

こ

と
を
指
摘

し

て

い
る
が
、

そ

れ
よ

り
も

「デ

フ

レ

ー

シ

ョ
ン
」

に
関

心

を

向

け

て

い

る

(
一

五

一
頁

)
。

し

か

し
、

そ

の

理

由

に

関

し

て

は

「深

入
り

せ
ず

に
簡
単

に
述

べ
る

に
止

め
た

い
」

と

す

る
だ

け

で
、

「銭

賎

」

の
実

態

と

そ

こ
か

ら
生
ま

れ
出

た
清
末

農

民
反

乱

の
諸
相

と

の
関
連

に

は
言
及

が

な

い
。
清
末

の
デ

フ

レ
状

況

に
関

す

る
研
究

が
不

足

し

て

い
る

こ
と

に
は

同

意

す

る

が
、

「
銀

貴

銭
賎

」

が
生

み
出

し

た

社

会
的

影
響

が
見

え

に
く

く

な

っ
て
し

ま

っ
た

の
は
残

念

で
あ

る
。

そ

の
他
、

す

で

に
指

摘

し

た

こ
と

で
も
あ

る
が

、

い
く

つ
か

の
歴
史

用
語

に

つ

い
て

の
説

明

が

初

出

で
は

な

く
、

後

に

な

っ
て
か

ら
出

て
く

る

こ
と

が
散

見
さ

れ
た
。

本

書

に

は
索

引

が

つ
い
て

い
る

の

で
そ

れ
を
利

用
す

れ
ば

事
足

り

る

の
で
あ

る

に
し

て
も
、

ま

た
編
集

段

階

の
問
題

で
も
あ

ろ

う
が
、

本
書

を

利

用

し

に

く

く

し

て

い
る

の
は

残
念

で
あ

っ

た
。と

ま

れ
、
中

国
近

代
社

会

経
済

史
研

究

と

い

う
豊
富

な

研
究

の
蓄

積

の
あ

る
分

野

に
、

ま
た

ひ
と

つ
新

た

な
問
題

意

識

を
持

っ
た
書

物

が
加

わ

っ
た

こ
と

は
喜
ば

し

い
こ
と

で
あ

り
、
歴

史

研
究

が
常

に
現
代

を
意

識

し

つ
つ
進

め
ら

れ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い

こ
と
か

ら

も
、
本

書

の
刊
行

は
大

き

な

意

味

を
持

つ
と

言

わ

ね
ば

な

る

ま

い
。
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