
（
二
）
大
使
の
福
州
の
観
察
使
に
與 あ

た

ふ
る
が
爲
の
書 

 
空
海
ら
が
乗
っ
た
第
十
六
次
遣
唐
使
船
団
は
東
シ
ナ
海
の
波
間
に
漂
う
こ
と
三
十
四
日
、
ま
さ
に
生
と

死
の
狭
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
決
死
の
漂
流
で
あ
っ
た
。
帆
が
折
れ
、
船
体
が
損
傷
し
、
櫓
も
使
え
ず
、

難
破
船
同
様
に
な
り
な
が
ら
、
た
ま
た
ま
中
国
の
東
南
部
に
向
う
潮
流
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い

な
い
。
遣
唐
使
船
の
「
南
海
路
」
や
「
南
路
」
も
こ
の
潮
流
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

一
行
は
命
か
ら
が
ら
や
っ
と
の
思
い
で
台
湾
海
峡
西
方
の
唐
土
に
漂
着
し
た
。
赤
岸
鎮
、
今
の
福
建
省

霞
浦
県
福
寧
湾
の
内
湾
奥
に
あ
る
赤
岸
村
の
浅
瀬
で
あ
っ
た
。 

こ
の
村
は
赤
岸
渓
（
現
在
の
羅
漢
渓
）
と
い
う
河
が
流
れ
込
む
遠
浅
の
内
湾
の
奥
に
あ
り
、
古
く
か
ら

天
然
の
漁
港
が
拓
け
て
い
た
。
村
人
は
半
農
半
漁
の
生
活
を
営
み
お
だ
や
か
に
平
和
に
暮
ら
し
て
い
た
。

唐
の
初
期
に
は
長
溪
県
の
県
令
が
こ
こ
に
は
置
か
れ
、
早
く
に
ひ
ら
け
た
大
き
な
村
で
あ
っ
た
ら
し
い
。 

こ
の
赤
岸
鎮
で
は
村
人
か
ら
海
賊
と
誤
解
さ
れ
た
り
襲
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
無
事
に
上
陸
で

き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
泊
る
宿
は
な
い
。
一
行
は
浜
辺
で
思
い
思
い
に
場
所
を
え
ら
び
そ
こ
を
し
ば

し
の
休
息
の
場
と
し
た
。
大
使
は
早
速
交
渉
役
や
訳
語
（
通
訳
）
を
村
の
役
所
ら
し
い
と
こ
ろ
に
行
か
せ
、

こ
こ
に
漂
着
し
た
次
第
と
身
分
や
渡
海
目
的
を
明
か
し
、
上
陸
と
長
安
へ
行
く
便
宜
の
措
置
を
願
い
出
た

が
、
村
長
に
は
そ
の
真
意
が
通
じ
た
か
ど
う
か
、
長
溪
県
の
役
所
の
方
に
回
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
。
昔
、



閩
人
が
領
し
た
こ
の
中
国
東
南
の
多
様
言
語
の
地
で
、
同
行
の
通
訳
の
唐
語
が
ど
こ
ま
で
福
建
人
に
通
じ

た
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
が
、
と
も
か
く
交
渉
役
ら
は
長
溪
県
の
役
所
に
赴
い
た
。 

と
こ
ろ
が
、
県
で
も
結
果
は
同
じ
だ
っ
た
。
県
令
の
胡
延
泝
と
い
う
役
人
も
、
日
本
の
遣
唐
使
一
行
が

東
シ
ナ
海
で
遭
難
し
こ
こ
に
た
ど
り
つ
い
た
の
を
信
用
し
な
か
っ
た
の
か
、
地
方
官
と
し
て
国
交
問
題
の

措
置
権
限
が
な
か
っ
た
の
か
、
言
葉
が
通
じ
な
く
て
本
意
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
、
答
え
は
「
こ
こ
で

は
対
応
が
で
き
な
い
か
ら
州
の
役
所
に
行
っ
て
も
ら
い
た
い
。
た
だ
し
、
陸
路
は
道
が
険
し
い
の
で
海
路

を
行
っ
た
方
が
安
全
で
あ
る
。
し
か
し
今
の
と
こ
ろ
、
福
州
の
刺
史
（
長
官
）
は
前
任
者
が
病
気
で
辞
め

後
任
が
ま
だ
赴
任
し
て
い
な
い
と
思
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

や
む
な
く
一
行
は
、
福
州
に
向
け
二
百
五
十
㎞
の
海
路
を
南
に
ま
た
船
に
乗
っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。

赤
岸
鎮
で
は
四
十
五
日
を
費
や
し
た
。
入
国
手
続
き
で
長
引
い
た
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は

難
破
船
同
様
の
船
体
や
帆
な
ど
の
用
材
を
調
達
し
応
急
の
修
理
を
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
船
は
空
海

ら
が
下
船
し
た
後
福
州
に
留
ま
っ
て
本
格
的
な
修
理
を
行
っ
た
ら
し
く
、
翌
年
春
に
は
明
州
に
回
漕
さ
れ
、

そ
の
六
月
大
使
の
藤
原
葛
野
麻
呂
ら
を
乗
せ
て
対
馬
に
帰
還
す
る
。 

 

八
月
十
日
に
赤
岸
鎮
に
た
ど
り
つ
き
そ
こ
で
四
十
五
日
間
留
ま
っ
た
と
す
る
と
、
赤
岸
鎮
を
出
た
の
は

お
そ
ら
く
九
月
二
十
五
日
頃
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
二
百
五
十
㎞
を
海
上
に
浮
か
ぶ
こ
と

十
日
余
り
、
十
月
三
日
、
一
行
は
福
州
の
馬
尾
港
に
入
っ
た
。 

 

福
州
は
楓
霞
山
脈
を
源
と
す
る
閩
江
が
東
シ
ナ
海
に
流
れ
込
む
河
口
を
少
し
な
か
に
入
っ
た
閩
江
河
岸



の
大
き
な
都
市
で
、
空
海
の
時
代
も
こ
の
地
の
政
治
経
済
・
外
交
交
易
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
馬
尾
港
は

福
州
の
町
か
ら
東
南
約
二
十
㎞
の
と
こ
ろ
に
あ
る
古
く
か
ら
ひ
ら
け
た
大
規
模
な
港
で
、
福
州
の
玄
関
口

と
し
て
そ
の
発
展
の
も
と
に
な
っ
て
い
た
。 

  

こ
の
港
で
の
上
陸
手
続
き
は
難
航
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
交
渉
役
が
州
の
治
所
に
出
向
い
た
と
こ
ろ

怪
し
ま
れ
、州
吏
が
船
に
き
て
全
員
を
引
き
ず
り
出
し
船
を
封
印
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、

馬
尾
港
ク
ラ
ス
の
大
き
な
港
で
は
外
国
の
船
に
対
す
る
扱
い
が
厳
重
に
な
っ
て
い
た
。
朝
貢
船
に
対
し
て

は
鄭
重
で
関
税
も
取
ら
な
か
っ
た
が
市
舶
と
い
わ
れ
る
交
易
船
に
は
所
定
の
関
税
を
か
け
て
い
た
。
空
海

ら
の
船
は
、
見
知
ら
ぬ
上
に
ア
ポ
な
し
の
船
で
怪
し
ま
れ
た
に
相
違
な
い
。 

 

大
使
は
思
わ
ぬ
事
態
に
当
惑
し
な
が
ら
何
回
も
文
書
を
書
き
、
そ
れ
を
通
訳
に
も
た
せ
て
州
の
治
所
を

往
復
さ
せ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
そ
の
都
度
黙
殺
さ
れ
徒
労
に
終
っ
た
。
大
使
は
東
シ
ナ
海
の
嵐
の
時
か
ら

空
海
の
た
だ
な
ら
ぬ
才
能
に
霊
威
を
感
じ
て
い
た
。
こ
の
頃
の
空
海
に
は
生
来
の
異
能
的
オ
ー
ラ
の
ほ
か
、

山
林
や
海
浜
で
積
ん
だ
修
行
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
独
特
の
霊
気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
難
事
の
時
、
大
使
は
そ
れ
に
感
応
し
た
。
聞
け
ば
書
と
文
を
よ
く
す
る
と
い
う
。
大
使
は
慇
懃
に
空
海

に
文
書
の
代
筆
を
頼
ん
だ
。
空
海
は
そ
れ
に
す
ぐ
応
じ
、
唐
の
文
章
家
で
さ
え
唸
る
よ
う
な
美
文
の
上
申

書
を
書
い
た
。
『
性
霊
集
』
に
残
る
有
名
な
「
大
使
、
福
州
ノ
観
察
使
ニ
与
フ
ル
為
ノ
書
」
で
あ
る
。 

  



●
本
文
：
賀
能
啓 

高
山
澹
默 

禽
獸
不
告
勞
而
投
歸 

深
水
不
言 

魚
龍
不
憚
倦
而
逐
赴 

故
能 

西
羌
梯
險 

貢
垂
衣
君 

南
裔
航
深 

獻
刑
厝
帝 

誠
是 

明
知
艱
難
之
亡
身 

然
猶 

忘
命
德

化
之
遠
及
者
也 

書
き
下
し
：
賀か

能の
う

啓も
う

す
。
高
山
は
澹
黙

た
ん
も
く

な
れ
ど
も
禽
獣
は
労
を
告
げ
ず
し
て
投
じ
帰
る
。
深
水
は
言
わ
ず

し
て
魚
龍
倦う

む
こ
と
を
憚

は
ば
か

ら
ず
し
て
逐お

ひ
赴
く
。
故
に
能
く
西
羌

せ
い
き
ょ
う

険
し
き
に

梯
か
け
は
し

し
て
垂す

い

衣い

の
君
に

貢こ
う

し
、
南
裔

な
ん
え
い

深
き
を
航わ

た

っ
て
刑
厝

け

い

そ

の
帝
に
献
ず
。
誠
に
是
れ
明
か
に
艱
難

か
ん
な
ん

の
身
を
亡

ほ
ろ
ぼ

す
こ
と
を
知
る
も

然
し
て
猶な

お

命
を
忘
れ
徳
化

と

く

か

の
遠
く
及
ぶ
者
な
り
。 

 

私
訳
：
賀
能
（
日
本
国
遣
唐
大
使
、
藤
原
葛
野
麻
呂
）
が
申
し
上
げ
る
。
高
い
山
は
静
か
に
黙
り
禽
獣
は

巣
か
ら
出
た
り
入
っ
た
り
し
な
が
ら
然
る
べ
き
巣
に
帰
る
。
深
い
水
は
も
の
言
わ
な
い
が
魚
や
龍
は
疲

れ
て
飽
き
る
こ
と
も
は
ば
か
ら
ず
、
あ
と
を
追
い
従
う
。
だ
か
ら
、
西
羌
は
険
し
い
山
々
に
梯
子
を
掛

け
る
よ
う
に
し
て
越
え
、
徳
の
高
い
皇
帝
に
朝
貢
し
た
。
南
裔
は
深
い
海
を
渡
り
徳
の
高
い
天
子
に
貢

物
を
献
じ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
苦
難
に
遭
遇
し
て
身
を
亡
ぼ
す
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
し
か
し
な
お
命
を
忘
れ
て
し
ま
う
く
ら
い
に
（
徳
の
高
い
皇
帝
の
）
德
に
よ
る
統
治
（
の
好
ま
し



い
こ
と
が
）
が
遠
く
ま
で
（
聞
こ
え
）
及
ん
で
い
る
証
し
で
あ
る
。 

※
註
記
１
：
賀
能
は
、
藤
原
葛
野
麻
呂
の
こ
と
。 

※
註
記
２
：
澹
默
は
、
静
か
に
黙
っ
て
い
る
こ
と
。 

※
註
記
３
：
投
じ
は
、
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
あ
る
所
に
収
ま
る
、
意
。 

※
註
記
４
：
帰
る
は
、
然
る
べ
き
場
所
に
落
ち
着
く
。 

※
註
記
５
：
西
羌
は
、
中
国
北
西
部
に
古
代
か
ら
住
む
チ
ベ
ッ
ト
系
の
民
族
。
四
世
紀
に
は
華
北
地
方
に

後
秦
を
展
開
し
た
。
現
在
チ
ャ
ン
族
と
し
て
残
っ
て
い
る
。 

※
註
記
６
：
垂
衣
は
、
徳
の
高
い
皇
帝
。 

※
註
記
７
：
南
裔
は
、
交
趾
国
、
今
の
ベ
ト
ナ
ム
。 

※
註
記
８
：
刑
厝
は
、
徳
の
あ
る
天
子
。 

※
註
記
９
：
徳
化
は
、
君
子
た
る
皇
帝
（
天
子
）
が
徳
を
も
っ
て
民
を
統
治
す
る
こ
と
。 

 

●
本
文
：
伏
惟 

大
唐
聖
朝 

霜
露
攸
均 

皇
王
宜
宅 

明
王
繼
武 

聖
帝
重
興 

掩
頓
九
野 

牢

籠
八
紘 

是
以
我
日
本
國 

常
見
風
雨
和
順 

定
知
中
國
有
望 

刳
巨
棆
於
蒼
嶺 

摘
皇
花
於
丹

墀 

執
蓬
萊
琛 

獻
崑
岳
玉 

起
昔
迄
今 
相
續
不
絶 

故
今 

我
國
王 

顧
先
祖
之
貽
謀 

慕

今
帝
之
德
化 

謹
差
太
政
官
右
大
辨
正
三
品
兼
行
越
前
國
大
守 

藤
原
朝
臣
賀
能
等
充
使 

奉
獻

國
信
別
貢
等
物 



書
き
下
し
：
伏
し
て
惟

お
も
ん

み
れ
ば
、
大
唐
の
聖
朝
は
霜
露
の
均
し
き
攸

と
こ
ろ

皇こ
う

王お
う

は
宜
し
く
宅
と
す
べ
し
。
明
王

め
い
お
う

は
武
を
継
ぎ
聖
帝
は
重
ね
て
興お

こ

る
。
九

き
ゅ
う

野や

を
掩え

ん

頓と
ん

し
て
八
紘

は
っ
こ
う

を
牢ろ

う

籠ろ
う

す
。
是
を
以
て
、
我
が
日
本
国
、

常
に
風
雨
の
和
順
を
見
て
定
ん
で
知
り
ぬ
、
中
国
に
聖せ

い

の
有
る
こ
と
を
。
巨
棆

き
ょ
り
ん

を
蒼そ

う

嶺れ
い

に
刳え

ぐ

っ
て
皇こ

う

花か

を
丹
墀

た

ん

ち

に
摘
み
、
蓬
莱
の
琛

た
か
ら

を
執
っ
て
崑こ

ん

岳が
く

の
玉
を
献
ず
。
昔
よ
り
起
て
今
に
迄い

た

る
ま
で
相
続
い
で
絶

え
ず
。
故
に
今
、
我
が
国
主
先
祖
の
貽い

謀ぼ
う

を
顧
み
て
今き

ん

帝て
い

の
徳
化
を
慕
い
、
謹
ん
で
太
政
官
右う

大
弁

だ
い
べ
ん

正
じ
ょ
う

三
品

さ
ん
ぼ
ん(

兼
行)

越
前
国
の
太
守
藤
原
朝
臣
賀
能
等
を
差

つ
か
わ

し
、
使
に
充あ

て
て
国こ

く

信し
ん

別べ
っ

貢こ
う

等
の
物
を
奉
献
す
。 

私
訳
：
平
伏
し
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
れ
ば
、
偉
大
な
唐
の
国
の
朝
廷
は
霜
（
冬
）
や
露
（
夏
）
の
均
衡
が

と
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
皇
帝
は
よ
ろ
し
き
を
得
て
居
処
と
し
て
い
る
。
賢
明
な
皇
帝
は
武
勇
を
継
承

し
徳
の
高
い
皇
帝
が
次
々
と
輩
出
し
て
い
る
。
天
全
体
を
（
そ
の
徳
で
）
覆
い
天
下
を
手
中
に
収
め
て

い
る
。
そ
れ
故
に
わ
が
日
本
国
は
、
（
大
唐
が
）
常
に
風
雨
は
時
に
順
じ
国
が
平
和
な
こ
と
を
見
て
、

確
信
的
に
知
っ
て
い
た
、
中
国
（
唐
）
に
は
徳
の
す
ぐ
れ
た
皇
帝
が
い
る
こ
と
を
。
青
い
峯
で
巨
木
を

く
り
ぬ
い
て
舟
を
造
り
皇
帝
の
使
者
に
喩
え
ら
れ
る
花
を
宮
殿
の
庭
で
摘
む
。
（
日
本
は
）
蓬
莱
山
の



珍
宝
を
執
り
崑
崙
山
の
宝
玉
を
献
上
し
、
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
絶
え
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
今
、
わ
が
国
主
は
先
帝
が
残
し
た
計
画
（
遣
唐
使
）
を
か
え
り
み
て
現
在

の
皇
帝
（
唐
の
徳
宗
）
の
徳
化
を
慕
い
、
謹
ん
で
太
政
官
右
大
弁
正
三
品
兼
行
越
前
国
の
太
守
、
藤
原

朝
臣
賀
能
な
ど
の
一
行
を
使
わ
し
て
国
使
に
指
名
し
、
常
礼
の
宝
玉
と
絹
織
物
の
ほ
か
別
な
貢
物
な
ど

を
奉
献
す
る
の
で
あ
る
。 

 

※
註
記
１
：
九
野
は
、
天
を
九
つ
に
分
け
た
九
天
の
こ
と
。
鈞
天
（
中
央
）・
蒼
天
（
東
方
）・
昊
天
（
西

方
）・
炎
天
（
南
方
）
・
玄
天
（
北
方
）
・
変
天
（
東
北
方
）
・
幽
天
（
西
北
方
）
・
朱
天
（
西
南
方
）
・
陽

天
（
東
南
方
）
。 

※
註
記
２
：
掩
頓
は
、
た
ち
ま
ち
に
覆
う
こ
と
。 

※
註
記
３
：
八
紘
は
、
八
極
＝
全
世
界
・
天
下
・
全
土
。
八
極
は
四
方
と
四
隅
＝
東
・
西
・
南
・
北
と
、

乾
（
西
北
）・
坤
（
南
西
）・
艮
（
北
東
）・
巽
（
東
南
） 

※
註
記
４
：
牢
籠
は
、
手
中
に
入
れ
る
こ
と
。 

※
註
記
５
：
巨
棆
は
、
巨
木
。
棆
は
ク
ロ
モ
ジ
の
意
味
が
あ
る
が
、
ク
ロ
モ
ジ
は
低
木
で
巨
木
に
は

な
ら
な
い
。 

※
註
記
６
：
皇
花
は
、
皇
帝
の
使
者
。
皇
帝
の
使
者
が
四
方
に
出
て
訓
令
を
伝
え
る
こ
と
が
、
花
が

枝
の
ど
こ
に
あ
っ
て
も
色
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
喩
え
。 

※
註
記
７
：
丹
墀
は
、
宮
廷
の
前
の
朱
塗
り
の
階
段
。
宮
殿
の
階
上
の
庭
。
皇
帝
の
宮
殿
。 



※
註
記
８
：
蓬
莱
は
、
神
仙
思
想
で
言
う
三
神
山
の
一
つ
の
蓬
莱
山
。
山
東
半
島
の
東
方
海
上
に
あ
り
、

不
老
不
死
の
妙
薬
を
も
つ
神
仙
が
住
む
と
い
う
。
。 

※
註
記
９
：
琛
は
、
宝
。 

※
註
記
１
０
：
貽
謀
は
、
あ
と
に
続
く
人
の
た
め
に
計
画
を
残
す
こ
と
。 

※
註
記
１
１
：
国
信
は
、
日
本
の
朝
廷
が
用
意
し
た
常
礼
の
朝
貢
物
＝
宝
玉
と
絹
織
物
。 

 

●
本
文
：
賀
能
等 
忘
身
銜
命 

冒
死
入
海 

既
辭
本
涯 

比
及
中
途 

暴
雨
穿
帆 

戕
風
折
柁 

高
波
沃
漢 

短
舟
裔
々 

凱
風
朝
扇 

摧
肝
耽
羅
之
狼
心 

北
氣
夕
發 

失
膽
留
求
之
虎
性 

頻

蹙
猛
風 

待
葬
鼈
口 
攢
眉
驚
汰 

占
宅
鯨
腹 

隨
浪
昇
沈 

任
風
南
北 

但
見
天
水
之
碧
色 

豈
視
山
谷
之
白
霧 

掣
々
波
上 

二
月
有
餘 

水
盡
人
疲 

海
長
陸
遠 

飛
虚
脱
翼 

泳
水
殺
鰭 

何
足
爲
喩
哉 

僅
八
月
初
日 
乍
見
雲
峯 

欣
悦
罔
極 

過
赤
子
之
得
母 

越
旱
苗
之
遇
霖 

書
き
下
し
：
賀
能
等
、身
を
忘
れ
て
命
を
銜ふ

く

み
死
を
冒お

か

し
て
海
に
入
る
。既
に
本
涯

ほ
ん
が
い

を
辞
し
中
途
に
及
ぶ
比こ

ろ

、

暴
雨
帆
を
穿う

が

ち
戕
風

し
ょ
う
ふ
う

柁か
じ

を
折
る
。
高
波
は
漢
に
沃そ

そ

い
で
短
舟
裔
々

え
い
え
い

た
り
。
凱
風

が
い
ふ
う

を
朝
に
扇
ぎ
肝き

も

を
耽た

ん

羅ら

の
狼ろ

う

心し
ん

に
摧
く
。
北
気
の
夕
に
発お

こ

れ
ば
贍た

ん

を
留

り
ゅ
う

求
き
ゅ
う

の
虎
性

こ

せ

い

に
失
う
。
猛
風
に
頻
蹙

ひ
ん
し
ゅ
く

し
鼈べ

っ

口こ
う

に
葬

ほ
う
む

ら



る
る
を
待
つ
。
驚
汰

け
い
た
い

に
攅さ

ん

眉び

し
宅
を
鯨げ

い

腹ふ
く

に
占し

む
。
浪
に
随
っ
て
昇
沈
し
風
に
任
せ
て
南
北
す
。
但
だ
、

天
水
の
碧
色
の
み
を
見
て
豈あ

に

山
谷
の
白
霧
を
視
ん
や
。
波
上
に
掣
々

せ
い
せ
い

と
し
て
二
月
有
余
、
水
は
尽
き
人

は
疲
れ
海
は
長
く
陸
は
遠
し
。
虚こ

を
飛
ぶ
に
翼

つ
ば
さ

脱
け
水
を
泳
ぐ
に
鰭ひ

れ

殺そ
が

れ
る
。
何
ぞ
喩
と
為
す
に
足
ら

ん
や
。
僅
か
に
八
月
初
日
、
乍

た
ち
ま

ち
に
雲
峯
を
見
て
欣
悦
極
り
罔な

し
。
赤
子
の
母
を
得
た
る
に
過
ぎ
旱か

ん

苗
び
ょ
う

の
霖あ

め

に
遇あ

う
に
越
え
た
り
。 

私
訳
：
賀
能
（
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
）
ほ
か
、
身
命
を
忘
れ
て
（
天
皇
の
）
勅
命
を
一
身
に
受

け
、
死
を
覚
悟
の
上
で
海
上
に
出
た
。
す
で
に
本
国
の
果
て
の
地
に
別
れ
を
告
げ
中
途
に
さ
し
か

か
っ
た
頃
、
暴
雨
が
帆
を
裂
い
て
穴
を
あ
け
暴
風
は
柁
（
舵
）
を
折
っ
て
し
ま
っ
た
。
高
波
は
天

の
川
に
注
ぎ
さ
ほ
ど
長
く
は
な
い
船
は
樹
の
枝
の
末
端
（
が
波
間
に
浮
か
ぶ
い
る
か
）
の
よ
う
で

あ
る
。
朝
は
南
か
ら
の
お
だ
や
か
な
風
に
煽
ら
れ
て
済
州
島
に
流
さ
れ
、
狼
の
よ
う
に
野
蛮
な
島

民
に
襲
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
肝
を
冷
や
し
た
。
夕
方
に
北
風
が
吹
き
出
せ
ば
琉
球
諸
島
の
虎
の

よ
う
な
島
民
に
襲
わ
れ
る
こ
と
を
按
じ
て
肝
を
つ
ぶ
し
た
。
猛
風
に
顔
を
し
か
め
ウ
ミ
ガ
メ
の
口

に
飲
ま
れ
て
葬
ら
れ
る
の
を
待
つ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
船
体
を
洗
う
驚
く
よ
う
な
大
波
に
眉
を



ひ
そ
め
棲
み
家
（
＝
船
）
が
鯨
に
飲
み
込
ま
れ
そ
の
腹
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
波
浪
に

翻
弄
さ
れ
て
浮
き
沈
み
風
に
左
右
さ
れ
て
南
に
北
に
流
さ
れ
た
。
た
だ
青
い
空
と
海
の
水
を
見
て

い
る
だ
け
で
、
ど
う
し
て
山
や
谷
の
白
い
霧
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
波
の
上
に
引
き
留
め

ら
れ
る
こ
と
二
カ
月
余
、
飲
む
水
は
尽
き
乗
員
は
疲
れ
、
海
は
延
々
と
続
き
陸
は
遠
か
っ
た
。
虚

空
を
飛
ぶ
に
も
翼
が
抜
け
、
水
を
泳
ぐ
に
も
ヒ
レ
は
削
が
れ
、
ど
う
し
て
喩
え
と
す
る
に
充
分
で

あ
ろ
う
か
。
や
っ
と
八
月
一
日
、
に
わ
か
に
雲
の
か
か
っ
た
峯
が
見
え
、
悦
び
は
極
ま
り
な
し
。

赤
ん
坊
が
母
親
に
抱
か
れ
た
安
堵
感
以
上
で
あ
り
、
日
照
り
の
水
田
の
苗
に
長
雨
が
降
る
以
上
の

こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

※
註
記
１
：
銜
は
、
口
に
ふ
く
む
、
意
。 

※
註
記
２
：
本
涯
は
、
本
国
の
果
て
。 

※
註
記
３
：
戕
風
は
、
暴
風
。 

※
註
記
４
：
漢
は
、
天
の
河
。
天
。 

※
註
記
５
：
裔
々
は
、
木
の
枝
の
末
端
。 

※
註
記
６
：
凱
風
は
、
南
か
ら
の
お
だ
や
か
な
風
。 

※
註
記
７
：
北
氣
は
、
北
風
。 

※
註
記
８
：
贍
は
、
肝
。 

※
註
記
９
：
頻
蹙
は
、
顔
を
し
か
め
る
こ
と
。 



※
註
記
１
０
：
鼈
口
は
、
海
亀
の
口
。 

※
註
記
１
１
：
驚
汰
は
、
船
体
を
洗
う
驚
く
よ
う
な
大
波
。 

※
註
記
１
２
：
攢
眉
は
、
眉
を
ひ
そ
め
る
こ
と
。 

※
註
記
１
３
：
掣
々
は
、
引
き
と
め
る
こ
と
。 

※
註
記
１
４
：
虚
は
、
虚
空
、
空
。 

※
註
記
１
５
：
鰭
は
、
魚
の
ヒ
レ
。 

※
註
記
１
６
：
殺
は
、
削
ぐ
、
殺
（
そ
）
ぐ
、
の
意
。 

※
註
記
１
７
：
霖
は
、
長
雨
。 

 

●
本
文
：
賀
能
等 

萬
冒
死
波 

再
見
生
日 

是
則 

聖
德
之
所
致
也 

非
我
力
之
所
能
也 

又
大

唐
之
遇
日
本
也 

雖
云 

八
狄
雲
會 

膝
歩
髙
䑓 

七
戎
霧
合 

稽
顙
魏
闕 

而
於
我
國
使
也 

殊
私
曲
成 

待
以
上
客 

面
對
龍
顏 

自
承
鸞
綸 

佳
問
榮
龍 

已
過
望
外 

與
夫
璅
々
諸
蕃 

豈
同
日
而
可
論
乎 

又
竹
符
銅
契 
本
備
姧
詐 

世
淳
人
質 

文
契
何
用 

是
故 

我
國
淳
樸
已

降 

常
事
好
隣 

所
獻
信
物 

不
用
印
書 

所
遣
使
人 

無
有
姧
僞 

相
襲
其
風 

于
今
無
盡 

加
以 

使
乎
之
人 

必
擇
腹
心 

任
以
腹
心 
何
更
用
契 

載
籍
所
傳 

東
方
有
國 

其
人
懇
直 

禮
義
之
鄕 

君
子
之
國 

蓋
爲
此
歟 

書
き
下
し
：
賀
能
等
、
萬

よ
ろ
づ

に
死
波
を
冒お

か

し
再
び
生せ

い

日じ
つ

を
見
る
。
是
れ
則
ち
、
聖
徳
の
致
す
所
に
し
て
我
が



力
の
能

よ
く
す

る
所
に
非
ず
。
又
大
唐
の
日
本
に
遇ぐ

う

す
る
こ
と
、
八
狄

は
っ
て
き

雲
の
ご
と
く
に
会
い
て
高
台

こ
う
だ
い

に
膝
歩

し

っ

ぽ

し
、

七し
ち

戎
じ
ゅ
う

霧
の
ご
と
く
に
合
い
て
魏
闕

ぎ

け

つ

に
稽
顙

け
い
そ
う

す
と
云
う
と
雖
も
、
而
も
我
が
国
の
使
に
於
て
は
、
殊し

ゅ

私し

曲

げ
成
り
て
待た

い

す
る
に
上
客
を
以
て
す
。

面
ま
の
あ
た
り

に
龍

り
ょ
う

顔が
ん

に
対む

か

い
て
自
ら
鸞
綸

ら
ん
り
ん

を
承
り
佳
問
栄
寵

か
も
ん
え
い
ち
ょ
う

は
已
に

望
の
外
に
過
ぎ
た
り
。
夫か

の
璅
々

さ

さ

た
る
諸
蕃ば

ん

と
豈あ

に

同
日
に
し
て
論
ず
べ
き
や
。
又
竹ち

く

符ふ

銅ど
う

契け
い

は
本も

と

よ
り

姧
詐

か

ん

そ

に
備
う
。
世
淳あ

つ

く
人
質し

つ

に
し
て
文ぶ

ん

契け
い

何
ぞ
用
い
ん
。
是
の
故
に
、
我
が
国
は
淳
樸

じ
ゅ
ん
ぼ
く

よ
り
已
降
常
に

好
隣

こ
う
り
ん

を
事
と
す
。
献
ず
る
所
の
信
物

し
ん
ぶ
つ

印
書

い
ん
し
ょ

を
用
い
ず
、
遣

つ
か
わ

す
所
の
使
人

つ
か
い
と

姧か
ん

偽ぎ

有
る
こ
と
無
し
。
其
の
風

を
相
襲つ

ぎ
今
に
盡
く
る
こ
と
無
し
。
加

以

し
か
の
み
な
ら

ず
、
使
乎

し

こ

の
人
は
必
ず
腹
心
を
択
ぶ
。
任
ず
る
に
腹
心
を

以
て
す
れ
ば
、
何
ぞ
更
に
契け

い

を
用
い
ん
や
。
載さ

い

籍せ
き

の
伝
う
る
所
、
東
方
に
国
有
り
て
其
の
人
懇こ

ん

直
ち
ょ
く

に
し

て
礼
義
の
郷さ

と

、
君
子
の
国
と
い
う
は
蓋け

だ

し
此こ

れ

が
為た

め

か
。 



私
訳
：
賀
能
（
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
）
ほ
か
は
、
す
べ
て
に
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
大
波
に
も
無
理
を

し
て
進
み
、
再
び
生
き
る
日
々
を
見
い
出
し
た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
（
大
唐
の
）
聖
帝
の
徳
の
致
す

と
こ
ろ
で
あ
り
、
私
の
力
が
よ
く
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
大
唐
が
日
本
を
処
遇
す
る
に
、
北
方

の
異
民
族
は
雲
集
し
て
大
唐
の
朝
廷
に
膝
を
つ
い
て
す
り
出
で
、
西
方
の
未
開
民
族
は
霧
集
し
て
皇
宮

に
対
し
額
を
地
に
つ
け
て
拝
礼
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
の
使
者
に
つ
い
て
は
殊
に

敢
え
て
気
づ
か
っ
て
く
れ
、
接
待
す
る
の
に
上
客
と
し
て
く
れ
て
い
る
。
目
の
前
の
皇
帝
の
顔
に
向
い

直
接
に
皇
帝
の
言
葉
を
承
っ
て
い
る
。
皇
帝
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
た
ず
ね
聞
か
れ
、
寵
愛
を
受
け
る
こ
と

望
外
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
の
と
る
に
た
ら
な
い
諸
異
民
族
と
ど
う
し
て
同
日
の
よ
う
に
同
じ
く
論
ぜ

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
、
竹
の
信
符
（
勅
書
）
や
銅
の
信
符
は
本
来
だ
ま
さ
れ
た
り
お
と
し
い
れ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

に
供
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
（
大
唐
の
皇
帝
の
）
御
世
は
人
情
に
篤
く
、
人
び
と
は
飾
り
気
が
な
く
正

直
で
、
遣
唐
使
の
証
明
書
な
ど
ど
う
し
て
使
え
よ
う
か
。
こ
の
故
に
わ
が
国
は
純
朴
に
し
て
そ
れ
以
降

は
好
き
隣
国
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
献
上
す
る
貢
物
や
天
皇
の
印
璽
の
あ
る
信
書
は
用
い
な
か
っ
た
。

遣
わ
す
使
者
に
は
（
大
唐
の
朝
廷
を
）
だ
ま
し
た
り
偽
っ
た
り
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
気
風
を

順
次
受
け
継
い
で
今
ま
で
そ
れ
が
尽
き
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
立
派
な
使
者
は
必
ず

身
近
な
部
下
を
選
ん
だ
。
身
近
な
部
下
を
近
臣
に
任
ず
る
な
ら
更
に
印
璽
な
ど
の
証
明
書
類
を
ど
う
し

て
使
う
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
（
『
淮
南
子
』
な
ど
の
）
古
典
籍
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
東
方
に
あ

る
国
が
あ
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
は
誠
意
が
あ
り
礼
儀
の
郷
で
、
君
子
の
国
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
思



う
に
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。 

 
※
註
記
１
：
八
狄
は
、
中
国
で
「
九
夷
（
東
）
、
八
狄
（
北
）、
七
戎
（
西
）、
六
蛮
（
南
）
」
と
言
わ
れ
た

周
辺
の
未
開
の
遊
牧
民
族
の
う
ち
の
北
方
の
八
狄
。
匈
奴
・
鮮
卑
・
韃
靼
・
回
紇
（
ウ
ィ
グ
ル
）
な
ど
。 

※
註
記
２
：
七
戎
は
、
同
じ
く
西
方
の
七
戎
。 

※
註
記
３
：
魏
闕
は
、
宮
城
の
門
＝
皇
居
、
王
宮
、
朝
廷
。 

※
註
記
４
：
稽
顙
は
、
稽
首
、
地
に
額
を
つ
け
て
拝
礼
す
る
こ
と
。 

※
註
記
５
：
龍
顏
は
、
皇
帝
の
顔
。 

※
註
記
６
：
鸞
綸
は
、
鸞
は
声
の
美
し
い
霊
鳥
。
綸
は
皇
帝
の
言
葉
、
綸
旨
。 

※
註
記
７
：
佳
問
は
、
皇
帝
が
い
ろ
い
ろ
と
た
ず
ね
聞
く
こ
と
。 

※
註
記
８
：
栄
寵
は
、
皇
帝
の
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
。 

※
註
記
９
：
竹
符
は
、
竹
で
つ
く
っ
た
信
符
（
信
任
の
証
明
符
）
。
こ
こ
で
は
唐
の
皇
帝
に
宛
て
た
勅
書
。 

※
註
記
１
０
：
銅
契
は
、
銅
で
つ
く
っ
た
信
符
。 

※
註
記
１
１
：
姧
詐
は
、
だ
ま
し
た
り
お
と
し
い
れ
た
り
す
る
こ
と
。 

※
註
記
１
２
：
文
契
は
、
遣
唐
使
の
証
明
書
＝
勅
書
。 

※
註
記
１
３
：
淳
樸
は
、
純
朴
で
人
情
味
が
あ
る
こ
と
。 

※
註
記
１
４
：
好
隣
は
、
好
き
隣
国
。 

※
註
記
１
５
：
姧
偽
は
、
だ
ま
し
偽
る
こ
と
。 



※
註
記
１
６
：
使
乎
の
人
は
、
使
者
。 

※
註
記
１
７
：
載
籍
は
、
記
録
や
典
籍
に
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
は
記
載
し
た
記
録
や
典
籍
。
『
淮
南
子
』

な
ど
。 

※
註
記
１
８
：
懇
直
は
、
誠
意
が
あ
る
こ
と
。 

 

●
本
文
：
然
今 
洲
使
責
以
文
書 

疑
彼
腹
心 

撿
括
船
上 

計
數
公
私 

斯
乃 

理
合
法
令 

事

得
道
理 

官
吏
之
道 

實
是
可
然 

雖
然 

遠
人
乍
到 

觸
途 

多
憂 

海
中
之
愁 

猶
委
胸
臆 

德
酒
之
味 

未
飽
心
腹 

率
然
禁
制 

手
足
無
厝 

又
建
中
以
往 

入
朝
使
船 

直
着
楊
蘇 

無

漂
蕩
之
苦 

洲
縣
諸
司 
慰
勞
慇
懃 

左
右
任
使 

不
撿
船
物 

今
則 

事
與
昔
異 

遇
將
望
疎 

底
下
愚
人 

竊
壞
驚
恨 

書
き
下
し
：
然
る
に
今
、
州
使
責
め
る
に
文
書
を
以
い
彼
の
腹
心
を
疑
う
。
船
の
上
を
撿
括

け
ん
か
つ

し
て
公
私
を

計
え
数
う
。
斯こ

れ
乃

す
な
わ

ち
、
理
は
法
令
に
合
ひ
、
事
は
道
理
を
得
た
り
。
官
吏
の
道
実
に
是
れ
然
る
べ
し
。

然
り
と
雖
も
、
遠
人

え
ん
じ
ん

乍
ち
に
到
っ
て
途み

ち

に
触
れ
憂
多
し
。
海
中
の
愁
は
猶な

お

胸
臆

き
ょ
う
お
く

に
委

く
わ
し

く
徳
酒
の
味
は

未
だ
心
腹
に
飽
か
ず
。
率
然
た
る
禁
制
は
手
足
厝お

く
と
こ
ろ
無
し
。
又
建
中
以
往
の
入
朝
使
の
船
は
、



直
に
楊
蘇
に
着
い
て
漂
蕩

ひ
ょ
う
と
う

の
苦
し
み
無
く
、
州
県
の
諸
司
慰
労
す
る
こ
と
慇
懃
な
り
。
左
右
使
に
任
せ

て
船
の
物
を
撿
へ
ず
。
今
は
則
ち
事
、
昔
と
異
な
り
遇ぐ

う

す
る
こ
と
望

の
ぞ
み

と
疎

お
ろ
そ

か
な
り
。
底
下

て

い

げ

の
愚
人
も
竊

ひ
そ
か

に
驚
恨

き
ょ
う
こ
ん

を
懐
く
。 

私
訳
：
然
る
に
今
、
州
の
官
吏
は
（
私
た
ち
遣
唐
使
団
の
福
州
着
岸
を
）
責
め
る
の
に
（
天
皇
の
）
親
書

（
勅
書
）
の
有
無
を
問
題
に
し
、
彼
の
腹
心
を
疑
っ
て
い
る
。
船
の
上
を
す
べ
て
あ
ら
た
め
て
公
的
な

物
（
貢
物
な
ど
）
と
私
物
と
を
い
ち
い
ち
数
え
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
理
屈
と
し
て
は
法
令
に
合
致
し

事
と
し
て
は
道
理
に
叶
っ
て
い
る
。
官
吏
の
道
と
し
て
は
実
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

遠
く
か
ら
来
た
私
た
ち
は
に
わ
か
に
こ
の
事
態
に
遭
っ
て
（
大
唐
の
）
道
理
（
国
法
）
に
触
れ
、
困
り

ご
と
が
多
い
。
海
上
で
難
儀
し
て
い
た
時
の
愁
い
は
胸
に
ま
ざ
ま
ざ
と
残
っ
て
お
り
、
皇
帝
の
徳
の
味

は
（
私
た
ち
の
）
心
と
腹
を
満
た
し
て
は
い
な
い
。
だ
し
ぬ
け
の
禁
止
・
統
制
に
は
手
足
を
措
く
と
こ

ろ
も
な
く
唖
然
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
建
中
年
間
以
降
の
入
唐
使
節
の
船
は
ま
っ
す
ぐ
揚
子

江
の
蘇
州
・
揚
州
に
到
着
し
て
海
に
漂
流
す
る
苦
し
み
は
な
か
っ
た
し
、
州
や
県
の
諸
役
人
も
慇
懃
に

慰
労
し
て
く
れ
た
。
右
の
も
の
も
左
の
も
の
も
、
船
の
積
み
荷
に
つ
い
て
は
使
節
に
任
せ
調
べ
も
し
な

か
っ
た
。
（
と
こ
ろ
が
）
今
の
事
態
は
昔
と
異
な
り
、
（
私
た
ち
使
節
団
へ
の
）
処
遇
は
（
私
た
ち
の
）

望
む
と
こ
ろ
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
最
も
下
劣
で
愚
か
な
者
（
遣
唐
使
団
、
自
分
を
卑
下
し
た
表
現
）



で
も
驚
き
恨
み
を
心
に
抱
く
の
で
あ
る
。 

 
※
註
記
１
：
洲
使
は
、
福
州
の
官
吏
。 

※
註
記
２
：
撿
括
は
、
総
括
的
に
取
り
調
べ
る
、
す
べ
て
を
あ
ら
た
め
る
、
点
検
す
る
、
の
意
。 

※
註
記
３
：
遠
人
は
、
遠
く
か
ら
来
た
人
＝
私
た
ち
。 

※
註
記
４
：
胸
臆
は
、
胸
に
憶
え
て
い
る
こ
と
。 

※
註
記
５
：
楊
蘇
は
、
揚
子
江
の
大
都
市
、
蘇
州
と
揚
州
。 

※
註
記
６
：
漂
蕩
は
、
海
に
漂
流
す
る
こ
と
。 

※
註
記
７
：
底
下
は
、
仏
教
語
で
、
最
も
下
劣
な
者
。 

※
註
記
８
：
驚
恨
は
、
驚
き
恨
む
こ
と
。 

 

●
本
文
：
伏
願 

垂
柔
遠
之
惠 
顧
好
隣
之
義 

從
習
俗
不
怪
常
風 

然
則 

涓
々
百
蠻 

與
流
水 

而
朝
宗
舜
海 

喁
々
萬
服 

將
葵
藿
以
引
領
堯
日 

順
風
之
人 

甘
心
輻
湊 

逐
腥
之
蟻 

悦
意

駢
羅 

今
不
任
常
習
之
小
願 

奉
啓
不
宣 
謹
啓 

書
き
下
し
：
伏
し
て
願
わ
く
は
、
遠
き
を
柔

や
わ
ら

ぐ
る
恵
を
垂
れ
、
隣
を
好よ

し

と
す
る
義
を
顧
み
て
、
其
の
習
俗

に
從
っ
て
常
の
風
を
怪
ま
ざ
れ
。
然
れ
ば
則
ち
涓
々

け
ん
け
ん

た
る
百
蛮
、
流
水
と
與
に
し
て
舜
海
に
朝
宗
し
、



喁

々

ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う

た
る
万
服
、
葵
藿

き

か

く

と
将と

も

に
し
て
以
て
堯

ぎ
ょ
う

日じ
つ

に
引
領

い
ん
り
ょ
う

せ
ん
。
風
に
順
う
人
は
甘
心
し
て
輻
湊

ふ
く
そ
う

し
、

腥
な
ま
ぐ
さ

き
を
逐お

う
蟻
は
意
に
悦
ん
で
駢へ

ん

羅ら

た
ら
ん
。
今
、
常
習
の
小
願
に
任
え
ず
。
奉ほ

う

啓
不
宣

け

い

ふ

せ

ん

。
謹
し
ん

で
啓も

う

す
。 

私
訳
：
平
伏
し
て
願
う
に
、
遠
く
か
ら
来
た
人
を
和
ら
げ
る
思
い
や
り
を
示
し
、
隣
人
を
好
と
す
る
意
味

を
顧
み
、
（
日
本
の
）
習
俗
に
従
い
（
私
た
ち
の
）
平
常
の
風
習
を
怪
し
ま
な
い
で
ほ
し
い
。
そ
う
す

れ
ば
、
（
大
唐
の
周
辺
で
）
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
流
れ
る
小
川
の
よ
う
な
多
く
の
異
民
族
も
大
き
な
川
の

流
れ
と
と
も
に
（
舜
帝
の
よ
う
な
）
徳
の
海
（
有
徳
の
皇
帝
）
に
流
入
し
（
拝
謁
し
）
、
賑
々
し
く
も

多
種
多
様
の
服
を
着
た
使
節
が
、
冬
葵
が
日
に
向
っ
て
回
る
よ
う
に
、
皇
帝
を
慕
っ
て
敬
服
し
、
皇
帝

の
徳
の
高
い
治
世
を
待
ち
望
む
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
徳
風
に
随
う
人
は
満
足
し
て
四
方
か
ら
集
り
、
生

臭
い
も
の
を
追
う
蟻
（
大
唐
の
皇
帝
の
徳
を
慕
う
異
民
族
）
は
心
か
ら
悦
ん
で
列
を
な
し
て
並
ぶ
の
で

あ
る
。
今
、
（
日
本
国
の
遣
唐
使
団
が
）
い
つ
も
処
遇
さ
れ
た
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
さ
さ
や
か

な
願
い
を
言
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
申
し
上
げ
奉
る
も
意
を
尽
く
せ
ず
。
謹
ん
で
申
し
上
げ
る
。 

 

※
註
記
１
：
涓
々
は
、
小
川
が
水
量
少
な
く
流
れ
る
こ
と
。 

※
註
記
２
：
百
蛮
は
、
多
く
の
周
辺
異
民
族
。 



※
註
記
３
：
舜
海
は
、
中
国
の
神
話
に
登
場
す
る
五
帝
の
一
人
。 

※
註
記
４
：
喁
々
は
、
魚
が
口
を
ぱ
く
ぱ
く
す
る
よ
う
に
頻
繁
な
こ
と
。 

※
註
記
５
：
葵
藿
は
、
冬
葵
。
冬
葵
が
太
陽
に
向
か
っ
て
回
る
よ
う
に
、
徳
の
高
い
人
を
慕
い
心
を
寄
せ

る
喩
え
。 

※
註
記
６
：
堯
日
は
、
伝
説
上
の
聖
君
・
堯
を
太
陽
に
喩
え
た
、
君
主
の
徳
の
高
い
治
世
、
の
意
。 

※
註
記
７
：
引
領
は
、
首
を
長
く
し
て
待
ち
望
む
こ
と
。 

※
註
記
８
：
輻
湊
は
、
四
方
か
ら
集
ま
る
こ
と
。 

※
註
記
９
：
駢
羅
は
、
並
び
列
を
な
す
こ
と
。 

※
註
記
１
０
：
奉
啓
不
宣
は
、
空
海
の
啓
文
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
文
末
結
び
の
定
句
。 

 


