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宋
代
海
商

の
交
易
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
に

つ
い
て
の
考
察

*

棋

田

絵

里

香

一
〇
世
紀
初
頭
に
唐
が
滅
亡
し
、
五
代
十
国
の
混
乱
期
に
入

っ
て
も
呉
越
国
の

海
商
を
中
心
に
中
国
海
商
た
ち
の
貿
易
活
動
は
続
け
ら
れ
た
。
一
〇
世
紀
末
以
降
、

宋
が
統

一
を
行

い
、
農
業
を
は
じ
め
と
す
る
諸
産
業
、
国
内
外

の
商
業
活
動
及
び

科
学
技
術

の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
、
中
国
海
商
の
日
本
来
航
が
頻
繁
と
な
り
、
日

宋
貿
易
が
展
開
し
て
い
く
。

日
宋
貿
易
の
構
造
と
そ
の
展
開
に

つ
い
て
は
、
か
つ
て
森
克
己
氏
に
よ
る
詳
細

か
つ
体
系
的
な
研
究
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
日
宋
貿
易
の
研
究
に
関
し
て
は
、

森
氏
の
説
を
通
説
と
し
て
、
長
く
受

け
入
れ
ら
れ
独
壇
場
と
い
っ
た
か
た
ち
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
森
氏
の
通
説
的
な
図
式
に
対
し
て
、
山
内
晋
次
氏
な

ど
に
よ
り
再
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
多
く
の
研
究
者
が
日
宋
貿
易

の
様
々
な
分
野
で
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
本
論
は
、
日
本
に
お
け
る
海
商

の
交
易
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
考

察
し
、
海
商
の
人
的
関
係
を
築
く
活
動
に
つ
い
て
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

海
商
の
活
動
を
明
確
に
示
す
史
料

は
、
中
国
側

の
史
料
に
は
少
な
く
、
日
本
は

日
記
な
ど
に
比
較
的
多
く
海
商
の
活
動

の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
本
来
は
東
洋
史
専

攻
で
あ
る
た
め
、
中
国
側
の
史
料
を

用
い
て
海
商

の
考
察
を
す

べ
き
だ
が
、
比
較

的
海
商
の
活
動
を
示
す
史
料
が
多

い
日
本
の
史
料
を
用

い
た
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
日
宋
貿
易
シ
ス
テ
ム
を
中
心
と
し
た
考
察
が

多
く
を
占
め
て
お
り
、
海
商
側
の
視
点
に
立

っ
た
考
察
が
あ
ま
り
さ
れ
な
か
っ
た

よ
う
に
思
う
。
少
し
で
は
あ
る
が
、
海
商
の
人
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
の
意
味

に
つ
い
て
考
察
し
た
。

本
論
は
、
次
の
よ
う
な
章
立
て
で
構
成
さ
れ
る
。

第

1
章

研
究
史

第
2
章

平
安
期
に
お
け
る
貿
易
形
態
と
唐
物

本
章

で
は
近
年

の
研
究
動
向
を
受
け
、
森
氏
が
導
き
出
し
た
通
説
的
な
日
宋
貿

易
形
態
と
近
年

の
森
氏
の
論
に
対
す
疑
問
を
基
に
、
中
国
海
商
の
来
着
時
の
受
け

入
れ
手
続
き
な
ど
の
貿
易
形
態

の
把
握
を
行

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
貿
易
形
態
を
巡

る
海
商

の
動
き
に
つ
い
て
考
察
し
、
平
安
期
の
政
府
に
と

っ
て
の
中
国
海
商
の
来

航
の
意
味
と
、
対
外
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

貿
易
形
態
を
見
て
い
く
中
で
、
年
紀
制
に
よ
る
廻
却

(帰
国
措
置
)
か
ら

一
転

安
置
と
い
う
記
事
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
こ
の
事
例
を
あ
げ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
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由
づ
け
に
よ
り
、

一
転
安
置
と
な

っ
て
い
る
が
反
対
に
安
置
に
な

っ
て
い
な
い
海

商

の
存
在
も
あ
る
。

一
例
の
中
に
、
内
裏
火
事
に
よ
る
唐
物
の
不
足
と
い
う
理
由

が
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
理
由
づ
け
に
よ
る
政
府
側
の
臨
機
応
変
的
な

対
応
は
、
何
ら
か
の
意
図
が
存
在
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
固
有
の
海
商
を
取
り

込
み
た
い
と
い
う
意
図
が
や
は
り
存
在
し
て
い
た
と
し
た
。
内
裏
の
火
事
は
二
回

起
こ

っ
て
い
る
が
、
こ
の
海
商
の
み
を
安
置
と
し
て
も
唐
物
は
十
分
だ
と
は
言
い

切
れ
な
い
。
内
裏
に
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
質
の
品
を
扱

っ
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
、
海
商
に
も
種
類
の
海
商
が
お
り
、
高
質

な
も
の
を
扱
え
る
海
商
が
貴
族
層
や
政
府
に
珍
重
さ
れ
て
い
た
の
で
は
と
仮
定
し

た
。年

紀
制
成
立
以
前
に
見
ら
れ
る
公
交
易
前
の
貴
族
層
に
よ
る
交
易
を
禁
じ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
貴
族
層
は
決
し
て
唐
物
入
手
す
る
こ
と
に
対
す
る
欲
求
は
な
く

な

っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
、
石
井
氏
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
宋
海
商
と
日
本

人
と
の
契
約
に
つ
い
て
触
れ
、
貴
族
層
の
欲
求
に
海
商
が
答
え
、
海
商
も
同
時
に

利
益
を
上
げ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

第

3
章

中
国
海
商
と
中
央

・
貴
族
層
と
の
結
び

つ
き

前
章
で
日
本
に
お
け
る
貿
易
形
態

の
中
で
の
海
商
を
み
て
き
た
。
そ
の
中
で
、

海
商
が
大
宰
府
官
人
や
貴
族
層
、

一
般
の
人
々
と
の
僅
か
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、

関
係
を
結
べ
る
場
面
が
伺
え
た
。

そ
の
前
章
を
踏
ま
え
、
こ
の
貿
易
シ
ス
テ
ム
の
中
で
海
商
と
現
地
人
と
の
関
わ

り
を
例
に
あ
げ
、
関
わ
り
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
を
み
て
い
く
。
中
で
も
、

中
央

・
地
方
役
人
な
ど
と
の
結
び

つ
き
に
重
点
に
お
き
、
関
係
性
を
探
る
こ
と
に

よ
り
人
的
結
び

つ
き
が
、
海
商
の
活
動
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
を
検

証
し
た
。

安
置

・
廻
却
を
め
ぐ
る
海
商
と
官
人
の
関
係
性
と
し
て
前
章
で
も
取
り
上
げ
た

海
商
周
文
商
の
活
動
を
み
て
い
く
。
海
商
周
文
商
は
、
海
商
の
中
で
も
大
き
な
海

商
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
中
央
権
力
者
や
地
方
長
官
な
ど
と
重
要
な
か
か
わ

り
が
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
、
息
子
で
あ
る
周
良
史
は
日
本
人
と
の
子
供
で
あ
り
、

そ
の
立
場
か
ら
藤
原
通
長
に
名
籍
を
献
上
し
て
爵
位
を
求
め
る
な
ど
、
海
商

の
活

発
的
な
活
動
が
伺
え
、
注
目
し
考
察
し
た
。

一
節
で
は
、
周
文
商
-
周
良
史
の
親
子
の
活
動
に
つ
い
て
注
目
し
、
混
血
児
で

あ
る
良
史
の
そ
の
立
場
の
活
用
や
、
彼
ら
と
の
関
係
が
伺
え
る
藤
原
道
長

・
藤
原

頼
通

・
藤
原
実
資

・
大
宰
府
大
弐
藤
原
惟
憲

・
高
田
牧
司
宗
像
妙
忠
と

の
関
係
を

上
げ
た
。

二
節
で
は
、
そ
の
他
の
海
商
と
官
人

・
僧
と
の
関
係
性
を
み
て
い
き
、

一
・
二

節
で
み
て
き
た
官
人
な
ど
と
の
繋
が
り
を
持

つ
と

い
う
こ
と
が
、
海
商
に
と

っ
て

日
本
で
活
動
し
交
易
を
行

っ
て
い
く
う
え
で
重
要
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
官
人
や
僧
な
ど
地
位
の
あ
る
人
物
の
依
頼
を
受
け
る
と

い
う
こ
と
は
、
海
商

に
と

っ
て
確
固
た
る
海
商
と
し
て
の
地
位
を
保
持
す
る
た
め
に
も
こ
の
よ
う
な
繋

が
り
は
重
要
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
。

ま
た
、
義
天
の
記
し
た
書
物
や
経
典
な
ど
そ
の
よ
う
な
類
の
物
を
入
手
し
て
お
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り
、
劉
文
沖
が
名
籍
と
史
書
を

一
緒

に
献
上
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
海
商
が
単

な
る
運
搬
に
従
事
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
様

々
な
交
易
品
を
扱

い
入
手
で
き

る
だ
け
の
力
や
立
場
に
あ
る
と
い
う

こ
と
示
し
、
そ
れ
を
入
手
で
き
る
だ
け
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
や
交
易
力
を
保
持
し
て
い
た
と
い
え
る
。

三
節
で
は
、
周
良
史
が
名
籍
を
献
上
し
た
後
に
、
日
本
進
奉
使
と
し
て
宋
に
進

奉
し
た

一
連

の
件
に
つ
い
て
、
後
海
商
が
官
人
を
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
築
き
上
げ

た
関
係
を
壊
し
て
し
ま
う
理
由
に
つ
い
て
検
証
し
た
。

海
商
と
し
て
は
、
官
人

・
僧
な
ど
と
唐
物
の
販
売
に
関
し
て
契
約
を
結
び
そ
の

関
係
性
を
強
め
、
よ
り
中
央
政
府
に
近
い
官
人
た
ち
と
交
易
を
お
こ
な
う
こ
と
を

望
み
、
関
係
を
結
ん
で
い
く
こ
と
に
意
欲
的
で
あ

っ
た
。
そ
の
関
係
性
は
、
海
商

に
と

っ
て
の
社
会
的
地
位
の
向
上
に

つ
な
が
る
も
の
と
な

っ
て
い
た
。
現
地
勢
力

の
交
易
管
理
に
従
順
で
あ
り
、
時
に
徳
化
な
ど
を
う
た

い
政
府
側
に
入
り
込
む
な

ど
し
、
交
易
に
お
い
て
は
よ
り
質
の
よ
い
唐
物
を
運
ん
で
く
る
こ
と
を
示
す
こ
と

で
、
政
府
や
貴
族
層
に
珍
重
さ
れ
る
海
商
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
、
よ
り
優
位
に

立

っ
た
交
易
を
行
う
方
法
だ

っ
た
と

い
え
る
。

第
4
章

滞
在
形
態

海
商
が
ど
の
よ
う
な
に
人
的
関
係
を
形
成
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、

そ
の
関
係
形
成
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

宋
海
商
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
の
交
易
に
お
け
る
滞
在
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る

と
と
も
に
、
日
本
で
の
滞
在
形
態
に

つ
い
て
の
諸
研
究
を
も
と
に
確
認
し
、
海
の

窓
口
で
あ

っ
た
太
宰
府
鴻
膿
館

の
あ
る
福
岡

・
博
多
を
中
心
と
し
た
宋
人
海
商
の

痕
跡
を
た
ど

っ
た
。

近
年
福
岡
市
街
地
で
の
発
掘
調
査
の
進
展
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
文
献
で
は
十
分

に
明
ら
か
に
で
き
な
か

っ
た
地
域
に
お
け
る
対
外
交
易
状
況
が
解
明
さ
れ

つ
つ
あ

る
。
そ
の
中
、
発
掘
調
査
の
大
き
な
成
果
と
し
て
、
「博
多
遺
跡
群
」
の
発
掘
調

査
の
成
果
を
あ
げ
た
。

交
易
拠
点
地
の
移
動
が
推
定
さ
れ
、
こ
の
地
に

「唐
房
」
と
呼
ば
れ
る
中
国
人

集
住
区
域
、
「住
蕃
」
が
形
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
住
蕃
は
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
広
く
見
受
け
ら
れ
る
滞
在
形
態
で
あ
り
、
海
商
た
ち
は
交

易
国
に
長
く
滞
在
し
、
交
易
を
お
こ
な

っ
て
い
く
中
で
国
家
権
力
と
結
び
つ
き
、

商
人
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
朝
貢
を
行
う
と

い
う
国
家
外
交
的
な
役
目
も
担

っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。

こ
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
の
海
商
の
活
動
と
日
本
の
海
商
の
活
動
と
で
は
、
さ

ほ
ど
変
り
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
は
、
年
紀
制
を
中
心
と
し
た
貿
易

シ
ス
テ
ム
が
成
り
た

っ
て
お
り
、
ま
た
宋
朝
と
朝
貢
と
い
う
と
こ
ろ
が
違

っ
て
い

る
が
、
海
商
の
意
識
と
し
て
は
同
様
の
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

第
5
章

ま
と
め

主
に
海
商

の
交
易
に
関
す
る
人
的
繋
が
り
に

つ
い
て
、
考
察
を
深
め
て
き
た
。

海
商
の
人
的
関
係
を
築
く
活
動
の
意
味
に
つ
い
て
の
観
点
で
、
今
回
研
究
を
お
こ

な

っ
て
い
っ
た
。
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各
章
で
上
げ
た
、
政
府
や
貴
族
層
、
僧
な
ど
と
海
商
が
様
々
に
関
係
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
海
商
の
人
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
こ
う
と
し
て
い
る
動

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
大
手

の
取
引
先
で
あ
る
と

い
う
部
分
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

海
商
と
し
て
商
人
で
あ
る
地
位
向
上
の
た
め
と
も

い
え
る
。

国
家
権
力
と
結
び

つ
く
こ
と
は
、
よ
り
大
き
な
利
益
を
得
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
多
く
存
在
し
て
い
る
海
商
の
中
で
地
位
を
向
上
さ
せ
る
意
味
を
持

っ
て
お

り
、
そ
れ
が
地
方
官
人
や
僧
で
あ

っ
て
も

一
つ

一
つ
の
関
係
が
重
要
で
あ
り
、
海

商

の
地
位

の
証
明
で
あ
る
た
め
海
商
は
こ
う
し
た
人
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を

つ
く
る

活
動
を
お
こ
な

っ
て
い
た
の
だ
と
考
察
し
た
。
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