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ら
続
く
オ
ラ
ン
ダ
人
の
商
人
魂
を
侮
っ
て

は
い
け
な
い
。
で
き
れ
ば
敵
に
回
し
た
く

な
い
相
手
で
あ
る
。
現
代
で
は
商
人
魂
の

ほ
か
、
独
創
的
な
Ｉ
Ｔ
技
術
、
高
い
情
報

収
集
力
と
新
し
い
も
の
を
す
ぐ
に
取
り
入

れ
る
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
さ
か
ら
農
業
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
建
築
デ
ザ
イ
ン
や
ロ

ボ
ッ
ト
工
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
世

界
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
。

ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
ー
は
日
本
人
と
１
８
０
度
異
な
る
。

日
本
人
は
人
の
気
持
ち
を
第
一
に
考
え
、

義
理
と
人
情
を
大
切
に
す
る
人
間
味
あ
ふ

れ
る
国
民
性
だ
。
一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
に
は

「
行
間
を
読
む
」「
顔
色
を
う
か
が
う
」
と

い
う
行
為
は
存
在
し
な
い
。
物
事
を
常
に

客
観
的
に
観
察
し
、論
理
的
に
分
析
す
る
。

効
率
良
く
物
事
を
進
め

る
た
め
だ
。
そ
れ
を
成

し
遂
げ
る
た
め
に
、
空

港
か
ら
病
院
、
警
察
で

の
被
害
届
提
出
ま
で
も

シ
ス
テ
ム
で
管
理
さ
れ

て
い
る
。
巨
大
オ
ー
ト

メ
ー
シ
ョ
ン
農
園
は
彼

ら
が
誇
る
優
秀
な
シ
ス

テ
ム
の
一
つ
で
あ
る
に

違
い
な
い
。

食
に
関
し
て
も
同
様

に
極
め
て
客
観
的
だ
。

「
生
き
る
た
め
に
食
べ

る
」
た
め
、
食
へ
の
思

オ
ラ
ン
ダ
の
食
卓
は
決
し
て
豊
か
で
は

な
い
。
で
は
な
ぜ
、
食
に
こ
だ
わ
ら
な
い

オ
ラ
ン
ダ
で
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
が
成
功
し
た

の
だ
ろ
う
か
？

オ
ラ
ン
ダ
は
、「
食
に
こ
だ
わ
る
こ
と

は
卑
し
い
」
と
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
信
仰
の
た
め
、
温
か
い
食
事
は
１
日

に
１
回
の
み
。
基
本
的
に
は
朝
食
も
昼
食

も
チ
ー
ズ
と
ハ
ム
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
の
み

だ
。
よ
く
電
車
や
自
転
車
に
乗
り
な
が
ら

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
食
べ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ

人
を
見
か
け
る
。
夕
食
は
肉
、
ジ
ャ
ガ
イ

モ
と
野
菜
で
、
同
じ
も
の
を
毎
日
食
べ
る

人
も
い
る
。
ま
た
、
新
た
な
味
付
け
や
食

べ
た
こ
と
が
な
い
食
材
を
拒
否
す
る
オ
ラ

ン
ダ
人
も
少
な
く
な
い
。
以
前
、
オ
ラ
ン

ダ
の
家
庭
料
理
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と

が
あ
る
が
、
肉
と
バ
タ
ー
の
多
さ
に
驚
き

を
隠
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
現

在
は
女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、
家
庭
料

理
が
さ
ら
に
簡
素
化
し
て
い
る
。「
お
ふ

く
ろ
の
味
は
Ａ
Ｈ
（
オ
ラ
ン
ダ
最
大
手
の

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
の
味
」
と
揶や

揄ゆ

し
て
い
る
友
人
も
い
る
ほ
ど
だ
。

先
日
、
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
「
農
業
に
携

わ
り
た
い
な
ら
、
交
渉
力
と
語
学
力
を
鍛

え
て
人
脈
を
作
り
な
さ
い
」
と
い
う
ア
ド

バ
イ
ス
を
受
け
た
。
さ
ら
に
、「
オ
ラ
ン

ダ
式
農
業
で
は
契
約
締
結
の
た
め
の
交
渉

が
大
切
。そ
こ
が
日
本
人
の
弱
み
で
し
ょ
」

と
彼
女
は
す
べ
て
を
見
透
か
し
て
い
る
よ

う
に
微
笑
ん
だ
。
東
イ
ン
ド
会
社
時
代
か

い
入
れ
が
希
薄
と
い
え
る
。だ
か
ら
こ
そ
、

農
作
物
を
「
商
材
」
と
割
り
切
る
こ
と
が

で
き
、
思
い
切
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
を
行

な
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

オ
ラ
ン
ダ
人
は
革
新
的
な
取
り
組
み
や
ビ

ジ
ネ
ス
を
許
容
し
、
誇
り
に
思
う
こ
と
か

ら
、
新
し
い
方
法
で
栽
培
さ
れ
た
野
菜
も

同
様
に
受
け
容
れ
た
に
違
い
な
い
。

オ
ラ
ン
ダ
人
は
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
た
め

に
生
ま
れ
て
き
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
そ
ん
な
オ
ラ
ン
ダ
人
が
「
こ
れ

か
ら
も
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
と
水
ビ
ジ
ネ
ス
に

は
注
目
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
次
は
ど

ん
な
サ
プ
ラ
イ
ズ
が
待
っ
て
い
る
の
か
と

私
は
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
農

業
の
今
後
の
展
開
か
ら
ま
だ
ま
だ
目
が
離

せ
な
い
。
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