
等

梅

園

編

目

本

航

路

考

‖

等
梅
園
編
は
､
倭
電
平
定
の
功
で
名
高

い
胡
宗
窓
の

著
述
と
在
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
'
賓
は
其
幕
下
に

居
た
毘
出
の
邸
若
骨
の
著
述
で
あ
る
乙
と
は
郷
関
陽
離

潜
と
栴
す
る
同
種
の
藩
の
政
文
を

み
て
も

明
か

で
あ

る
｡
rJ
の
人
は
寮
靖
の
初
め
の
買
壁
で
若
-
し
て
貌
枚

及
び
混
若
水
を
帥
と
し
､
有
名
な
王
守
仁
ー
鋸
有
光
'
唐

順
之
等
と
共
に
切
礎
琢
磨
の
功
を
つ

む
だ人
で
あ
る
｡

勿
論
王
陽
明
ほ
ど
は
名
を
成
し
た
わ

け
では
覆

い
が
､

地
相
の
撃
に
委
し
か
つ
ね
J
め
に
..
胡
素
意
の
幕
下
に

つ
い
て
大
に
年
債
の
功
に
典
か
っ
ね
の
で
あ
る
が
､
rJ

の
時
政
は
寓
里
源
防
間
､
江
防
考
'
日
本
間
碁
､
朝
鮮

同
数
.
安
商
圏
龍
､
琉
球
間
数
'
海
防

一
腰
､
海
運
金

岡
､黄
河
閣
議
､蘇
松
搾
粗
講
等
十
激
怒
の
著
述
が
あ
っ

て.
之
を
切
氏
の
参
考
に
供
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
rJ

で胡
素
意
は
鄭
氏
の
原
稿
に
基
き
P
升
陽
の
郡
芳
敷
革

偶
渦
脚
鯛
日
本
離
路
考

藤

田

元

･

春

げ
簿
海
図
編
十
三
巷
を
輯
耗
し
た
と
栴
ru
れ
て
ゐ
る
｡

か
-
で
語
源
間
編
な
る
も
の
は
'
倭
冠
の
対
策
と
し
て

沿
海
八
千
五
首
里
の
間
に
わ
た
る
険
要
h
;j評
悉
L
t
育

代
か
ら
の
日
支
の
交
渉
は
勿
論
'
既
に
出
版
さ
れ
て
ゐ

ね
頗
輿
同
､
海
道
塵
､
日
本
考
略
(
曹
俊
蕃
)
'
及
び
陳

侃
の
位
琉
球
錐
等
主
在
日
本
資
料
の
外
に
､
新
に
鄭
子

若
骨
の
つ
-
つ
た
日
本
間
等
を
79
集
大
成
し
た
の
で
'

明
末
は
於
け
る
支
那
人
の
日
本
智
織
は
殆
ど
乙
の

一
編

は
網
羅
n
る
J
は
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
吸
出
の

人
も
､
FI
本
の
こ
と
を
記
す
ほ
督

っ

ては
､
鄭
君
骨
の
作

し
た
rJ
の
藩
を
を
の
ま
ゝ
丸
寓
し
な
す
る
の
例
で
､
例

へ
ば
鹿
輿
閲
(
嘉
覇
版
)
の
如

き
､
崖
出
郷
子
君
薯
と
し

て
日
本
間
を
を
の
ま
J
の
せ

て
ゐ
る
や
う
に
､
文
献
の

上
は
於
で
も
､
日
本

へ
の
航
路
の
如
き
p
す
べ
て
乙
の
鄭

著
骨
の
記
録
を
丸
寓
し
托
し
て
ゐ
な

い
7P
の
は
老

い
｡

言
及

五

五



地

球

筋
二
十
四
魯

乙
の
う
ち
右
の
日
本
観
圏
に
踊
し
て
は
､
欲
目-
諏
減
氏

の

｢
日
支
交
渉
史
話
｣

に
地
名
の
此
歯
や
其
凍
歴
鍵
蓮

が
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
し

､
聾
者
も
昔
で
之
Akt
｢

歴
史
と

地
坪
｣
第
三
四
巷
に
の
べ
た
乙
と
で
あ
る
が
､
円
本
に

銅
す
る
支
那
人
の
記
銘
を
み
る
と
'
漢
字
の
寄
膏
で
記

さ
れ
て
ゐ
る
の
例
甚
だ
多
-
'
六
ケ
敷
-
て
と
て
も
よ

め
覆

い
､
従
っ
て
を
の
地
が
今
日
の
何
所
で
あ
る
か
容

易
に
わ
か
ら
な

い
.
白
か
ら
臼
支
交
渉
の
壷

要
夜
航
路

で
あ
つ
て
も
.
其
土
地
の
5,
づ
れ
か
ヾ
不
明
で
あ
み
､
陳

腐
漢
で
あ
る
た
め
に
､
多
-
の
人
は
こ
れ
を
高
閣
に
ゆ

だ
ね
て
'

一
顧
だ
79
典

へ
在

い
と

い
ふ
乙
と
は
在
っ
て

し
ま
っ
た
｡
し
か
し
日
支
間
の
航
通
路
は
以
と
み
乙
の

固
編
の
記
事
の
み
で
は
を
-
､
鄭
舜
功
の
｢
日
本

一
鑑
｣

に
79
出
づ
れ
ば
､
卒
輝
元
榎
の
｢
改

浦
偶
箪
｣

其
他
に

も
出
て
ゐ
る
の
で
､
彼
此
参
照
す
る
乙
と
は
よ

っ
て
'

明
未

い
か
在
る
航
路
を
と
つ
た
か
ヾ
ほ
ヾ
肌
ほ
な
ら
う

る
の
で
あ
る
.
そ
こ
で
何
は
と
も
か
-
認
梅
園
編

の
日

本
航
路
を
解
散
す
る
rJ
と
が
出
水
-
れ
ば
､
や
が
て
其

他
の
多
-
の
文
献
に
見
ゆ
る
航
路
名
79
､
順
次
別
に
を

鰐
二
紙

二

義

五

六

っ
て
-
る
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
.

霜
に
浅
革
を
顧
み
ず

し
て
､
固
編
の
航
路
数
個
滞
す
る
乙
と
は
し
た
の
で
あ

る
○猟

邸
若
骨
が
､
ど
う
し
て
こ
れ
轟
の
評
は
し
い
日
本

語
や
日
本
の
地
名
や
結
滞
名
､
山
川
名
.
園
名
等
を
知

-
程
た
か
と

い
へ
ば
､
茶
粥
三
十
四
年
日
本
は
任
し
た

胡
宗
窓
の
幕
下
赫
州
及
び
陳
可
願
の
賂
衆
し
た
資
料
に

ょ
っ
た
も
の
で
､
碑
州
は
山
口
や
豊
後
の
二
島
主
を
歴

訪
し
た
と
明
史
は
出
て
ゐ
る
｡
従
っ
て
rJ
の
周
航
に
記

し
て
あ
る
航
路
は
'
賓
に
期
末
に
於
け
る
日
支
の
公
道

と
も
み
る
べ
き
で
あ
-
､
聞
越
の
地
と
我
問
と
の
直
接

交
通
は
'
文
明
年
中
胤
を
薩
摩
に

ruけ
た
姓
庵
韓
師
を

し
て
'
別
間
に
遊
び

｢
島
陰
独
唱
｣
三
怨
む
作
-
ら
し

め
'
蹄
図
し
て
後
薩
摩
は
賓
に
栄

子

尊
首
唱
の
地
と
を

-
'
そ
の
四
世
の
法
嗣
文
之
祁
荷
に
至
っ
て
は
じ
め
て

四
番
集
託
を
以
て
弟
子
を
敦

へ
'
徳
川
時
代
文
塾
復
興

の
魁
を
在
し
た
rJ
と
や
､
文
明
十
三
年
79
し
-
は
其
以

前
か
ら
薩
摩
と
嗣
支
那
と
の
間
に
航
路
が
通
じ
た
の
で

琉
球

の
文
糖

も

何
回
と
夜
-
坊
津
叉
は
山
川
に
入
貢



す
る
･,J
い
ふ
や
う
な
rJ
と
か
ら
､
天
文
十
二
年
に
は
ポ

ル
ト
ガ
ル
の
融
を
種
ケ
島
に
導

き
で
餓
砲
を
つ
ね
へ
し

め
'

瞬
-
以
攻
に
鳥
銃
が
日
本
の
武
器
と
夜
か
.
乙
の

新
式
の
武
器
は
筋
鞘
の
頃
に
は
倭
人
か
ら
支
邦

へ
輸
入

さ
れ
る
に
薫
っ
た
O
即
ち
名
物
六
帖
に
何
氏
兵
錐
を
以

q
J'
鳥
銃
中
岡
原
無
】此
器
‥
俸
自
:]倭
夷
.飴
稗
レ
之
と
か

′
明
王
鳴
穐
登
壇
必
究
云
'
鳥
銃
印
1
寮
鞘
間
‥
敢

猛
烈
.

是
新
人
用
以
邸
,技
巧
‥
中
開
習
″
之
者
也

な
ど
-.
記
さ

る
し
ま
で
は
在
っ
た
｡
果
し
て
倭
人
が
之
を
棒

へ
ね
か

ど
う
か
は
擬
は
し

い
と
し
で
も
'
あ
る

l
部
の
支
邦
人

が
p
鳥
銃
む
倭
人
の
手
か
ら
得
た
乙
と
は
疑
ふ
h
l要
し

な

い
と
考

へ
ら
れ
る
｡
r
uう
し
た
多
-
の
事
薯
か
ら
下

に
解
説
せ
ん
と
す
る
航
路
の
日
本
近
世
の
文
化
に
寄
典

す
る
朋
は
甚
大
で
あ
る
と

い
は
ね
ば
在
ら
な

い
｡
こ
れ

薯
に
筆
者
が
ま
づ
rJ
の
航
路
を
鯛
訟
せ
ん
と
す
る
所
以

で
も
あ
る
｡
普
づ
本
文
を
摘
記
し
て
逐
次
rJ
れ
を
散
-

乙
と
は
す
る
｡

使
倭
針
経
国
詑

太
倉
佳
祐
円
木
針
路
'
見
.1渡
海
方
碍

及
海
道
針
経
..

惣
榊晦
榊
桐
日
本
航
路
考

太
倉
と
は
云
ふ
迄
79
な
-
､
英
都
蘇
州
か
ら
流
れ
で
川

る
劉
家
河
沿
線
は
あ
っ
て
'
三
園
時
代
の
典
が
rJ
J
に

兼
倉
を
置
き
米
穀
の
出
入
に
あ
て
た
所
だ
と

い
ふ
か
ら

骨
炎
海
上

へ
の
交
通
の
要
鮎
で
あ
る
｡
崖
両
腕
と

い
ふ

名
も
あ
る
が
､
劉
家
河
の
揚
子
江
に
出
る
所
に
劉
森
口

と

い
ふ
港
が
あ
っ

て'
そ
こ
は
元
代
に
は
､
江
幕
の
米

穀
を
海
路
天
排

へ

積み
だ
す
要
地
で
あ
っ
た
､
恐
ら
く

腰
醐
紀
三
十
七
年
春
二
月
､
阿
知
位
主
'
都
加
使
主
を

英
に
遭
は
し
で
縫
工
女
を
求
め
ら
る
と
か
'
仁
徳
天
皇

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

五
十
八
年
典
園
朝
貢
な
ど
記
n
れ
て
ゐ
る
時
代
に
､
既

に
乙
の
大
倉
は
日
本

へ
の
渡
海
の
要
港
で
あ
-
貿
易
港

で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡
其
後
揚
子
江
の
.土
砂
が
段
々

と
河
口
を
眺
め
て
､
馴
江
が
不
便
と
在
る
ほ
つ
れ
て
'

ウ
ー
ス
ンヰ
ヤ
ン

具
据

江

の

方
が
通
航
に
過
し
た
と
み
え
'
明
代
以
後
精

魂
に
な
っ
て
上
海
が
江
口
の
大
貿
易
港
に
在
っ
た
｡
で

あ
る
か
ら
､
太
倉
は
上
海
の
聴
展
以
前
に
放
け
る
最
古

の
海
港
で
あ
る
と

い
っ
て
過
言
で
は
な
-
､
毘
山
と
EI

本
と
の
的
係
は
臆
帥
天
皇
以
来
明
代
ま
で

一
千
教
官
年

の
親
交
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
を
FJ
で
乙
･J
に
大
倉
位

≡

')

.<
七



地

球

節

二
十
四
怨

と
あ
る
以
上
p
そ
の
使
者
は
い
つ
頃
は
誰
が
rJ
の
港
か

ら
拙
た
か
と

い
ふ
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
､

阿
知
使
主
常
時
の
航
路
は
､
太
倉
を
班
で
も
､
江
口
か

ら
北
方
川
東
岬
角
を
迂
回
L
t
朝
鮮
沿
岸
航
路
を
と
っ

た
乙
と
は
t
H
未
配
は
明
記
rb
れ
て
ゐ
る
の
で
'
本
音

の
大
倉
位
を
ど
の
道
と
は
仝
-
ち
が
う
'
下
っ
て
元
代

は
元
使
遭
良
弼
が
日
本

へ
き
た
乙
と
も
あ
る
が
'
乙
の

時
は
高
麗
王
樵
が
其
通
事
と
し
て
絵
柄
を
つ
か
は
し
元

位
を
導

い
ね
と

い
ひ
､
屡

々
対
馬
や
太
宰
府
に
氷
る
と

同
時
に
日
本
か
ら
滞
四
郎
と

い
ふ
も
の
も
至
元
八
年
に

入
朝
し
た

(
倭
如
朝
貢
事
略
)
な
ど

J
あ
る
位
で
､
高

麗
を
介
し
て
ゐ
る
か
ら
､
勿
論
朝
鮮
沿

岸
経
由
で
あ
っ

て
､
本
音
の
ど
と
き
寓
路
鍵
由
で
は
夜
か
っ
た
｡

明
の
太
融t
洪
武

二
年
に
使
臣
遭
歌
が
日
本
は
位
は
ru

れ
'
折
本
崖
に
至
っ
た
が
､
日
本
の
懐
良
親
王
に
rJ
ば

恐
れ
て
入
れ
な
か
っ
た
と
あ
る
｡
pJ
の
時
の
使
臣
の
路

亦
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
洪
武
五
年
に
'
天
草
寺
の

朝
岡
が
や
っ
て

さ
カ
時
に
は
翁
州

(
賓
波
)
か
ら
啓
擢

五
日
共
闘
嘘
に
至
-
､
月
を
乙
え

で始
め

で王
都
に
入

勝
二
助

二

六

五
八

る
と
あ
っ
て
､
洛
陽
西
山
の
精
合
で
夢
窓
観
師
に
款
待

r
uれ
た
と
あ
る
｡
し
か
し
勿
論

rJ
の
人
は
大
倉
位
で
は

夜
か
っ
か
｡
そ
こ
で
あ
れ
や
rJ
れ
や
を
探
訪
し
た
と
rJ

ろ
､
永
楽
九
年
に
ま
た
ま
た
日
本

へ
遣
使
し
て
､
倭
題
む

止
め
し
め
や
う
と
し
ね
rJ
と
が
あ
っ
た
'
間
編
の
文
に

永
楽
九
年
準
l三
賓
太
監
王
進
】奉
二
位
ロ
ー糞

収
-1
買

奇
貨
[
革
.畢
波
-
逮
.7批
軍
融
通
､
放
大
洗
豚
畢

同
姓
'

彼
夷
初
御
以
〆

嘩

後
起
品

別
箪

抑
下
,壊
江
親
子
港
只

し

野
l支
港
-酒
喝

破
夷
婦
密

引
面
速

と
あ
る
｡
文
の
上
か
ら
み
る
と
こ
の
時
も
ど
う
や
ら
目

的
を
遷
し
て
ゐ
老

い
｡
大
洗
豚
軍
と
統
す
る
海
賊
を
廃

っ
て
日
本
に
兼
ね
が
'
初
め
は
仲
も
よ
か
っ
た
が
､
後

で
喧
嘩
別
れ
を
し
た
の
で
'
壊
江
龍
予
兆
か
ら
脱
出
し

た
と
あ
る
が
､
浪
江
は
今
日
ど
こ
で
あ
る
か
殆
ど
見
皆

が
つ
か
な

い
'

一
方
日
本
の
文
献
で
は
臆
永
十
八
年
に

明
船
が
兵
庫
か
ら
鋸
帆
す
と

い
ふ
記
事
が
あ
る
か
ら
'

或
は
演
江
は
澱
江
の
説
記
か
も
し
れ
な

い
'
庭
が
乙
の

記
事
が
賓
は
右
の
大
倉
位
を
の
で
あ
っ
カ
｡
そ
れ
は
日

本

1i
鋸
の
序
に
､
右
の
渡
海
方
耕
叉
は
針
経
は
航
路
の



あ
る
rJ
と
､
｢
糊
梅
精
髄
｣
は
7P
三
寒
王
進
之
使
日
本
を

載
せ
て
ゐ
る
こ
と
を
明
記
し
て
､

サ

ニ

AL

しr
ク

野

道

太
算

用
Hl韮
山
,
放
レ
洋
両
社
軒

野
顧
盲

軍

二
次

拘

琴

軍
曹
'(坊
津
)
活
人
t.其

都
.I

と
あ
る
の
で
あ
る
｡
簡
革
で
は
あ
る
が
､
こ
れ
を
石
の

文
に
此
L
y
､
い
か
に
も
大
倉
位
社
日
本
と

い
ふ
の
は
､

rJ
の
三
蟹
大
監
王
進
の
促
し
た
時
に
出
来
た
79
の
で
あ

っ
て
､
rJ
れ
を
案
内
し
た
も
の
は
大
洗
雁
軍
と
親
し
で

ゐ
た
乙
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
或
は
乙
の
大
洗
賂

軍
は
日
本
人
で
は
夜
か
つ
た
か
と
ru
へ
瓜
は
れ
る
の
で

あ
る
｡
と
に
か
-
華
北
八
年
に
は
聯
四
郎
が
行
っ
て
ゐ

る
し
､
同
五
年
に
は
封
馬
の
塔
二
郎
や
柄
二
郎
な
ど
が

元
使

｢
豊
的
｣
に
輔

へ
ら
れ
て
行
っ
た
と
の
報
告
が
あ

る
偉
だ
か
ら
'
酉
閥
の
舟
人
で
支
那

へ
行
-
人
々
は
極

め
て
多
-
'
其
の
自
然
の
結
果
と
し
て
'
優
麗
督
時
に

は
､
研
]=;
江
蘇
の
海
岸
に
､
多
数
の
日
本
人
の
移
民
地

が
あ
っ
た
｡
上
海
附
近
の
川
沙
轄
(
江
蘇
省
南
湛
順
)柿

林
(
江
蘇
松
江
膳
東
南
七
十
二
旦
)夜
ど
は
其
尤
も
大
な

る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
不
輩
に
し
て
男
ば
か
-
の
植
民

甥
…泊
闘
編
日
本
航
路
考

で
､
女
は
稀
少
で
あ
っ
た
!
め
は
､
其
後
は
滑
失
し
て

し
せ
っ
た
｡
け
れ
ど
も
上
甑
附
鑑
は
勿
論
､
舟
山
列
･i?

山
帯
の
梅
島
は
'
日
本
の
人
々
ほ
は
或
は
第
二
の
故
郷

だ
と
考
ふ
る
迄
に
行

き
な
れ
た
所
で
あ
っ
た
乙
と
は
疑

ふ
べ
-
も
な
い
｡
白

か
ら
乙
の
方
面
か
ら
薩
摩
坊
津
へ

の
牡
速
は
本
音
記
す
通
-
ほ
､
容
易
は
行
は
れ
ね
rJ
と

で
あ
っ
た
｡
以
下
本
文
を
一
行
ご
と
に
記
し
て
解
答
を

加

へ
る
で
あ
ら
う
｡

大
倉
港
口
開
船
用
畢
乙
計

叫
更
船
卒

大
倉
か
ら
劉
河
に
従
ふ
'
方
角
は
東
南
で
あ
る
'
証

は

山
口
を
十
等
介
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
今
の
二
時

間
牛
､
香

を
焚

5,
て度
と
し
た
｡
線
香

7
本
と
い
ふ
時

の
は
か
-,>
方
で
あ
る
か
ら
､
不
確
薯
で
あ
っ
た
｡

呉
轍
江
用
筆
乙
針
及
乙
卯
針

J
更
卒

劉
衆
口
か
ら
大
江
に
出
で
岸
に
附
ふ
て
尭
東
商
は
下

る
と
英
船
江
口
と
な
る
'
ク
ー
ス
ン
港
は
今
日
は
上
海

の
外
港
で
賛
山
の
商
に
あ
-
'
黄
捕
江
に
臨
む
､
故
に

今
の
英
総
と
乙
の
文
の
英
池
を
同

丁
覗
し
て
は
な
ら
ぬ

静
後
の
靭
係
か
ら
み
る
と
典
据
)1d
は
太
倉
の
劉
家
河
に

三

九

fj.九



地

球

節
二
十
四
谷

も
通
じ
た
ク
リ
ー
ク
で
'
嘉
定
髄
を
迫
っ
て
野
山
の
北

に
出
た
水
道

の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡

勿
論
rJ
の
英
松
江
と
黄
堀
江
と
水
脈
は
通
じ
る
が
､

今
日
で
は
'
上
海
が
出
凍
て
か
ら
黄
耶
江
を
改
修
も
し

俊
甚
7P
し
た
か
ら
こ
の
方
が
庶
-
も
あ
ヵ
洗
-
も
あ
っ

た
O
け
れ
ど
も
典
沢
口
と
昔
の
名
を
用

以
て
ゐ
る
の
で

あ
る
○

真
山
到
(.南
濃
噂
[
用
.l
乙
辰
針

出
-一港
口
.
打
水
大
七

生
沙
泥
地
'
是
正
路
三
貴
見
こ
茶
山
｢

蟹
山
と

い
ふ
の
は
貿
山
堀
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

太
倉
腺
兼
九
十
里
に
あ
っ
て
､
本
は
嘉
定
聯
典
沢
の
地

域
で
あ
っ
た
'
元
代
北
京

へ
江
南
の
米
穀
を
運
ぶ
た
め

に
海
路
を
以
ら
き
.
や
が
て
大
運
河
を
つ
-
つ
ね
が
､

元
末
に
運
河
は
光
れ
て
通
じ
7万･6
か
つ
ね
'
そ
pJ
で
明
太

融
は
洪
武
元
年
温
和
に
命
じ
海
舟
を
つ
-
つ
て
北
征
の

士
卒
を
翻
以
'
天
下
既
は
定
ま
っ
て
後
､
水
工
を
寡
･C,

米
州

(
山
東
海
角
の
北
)
に
海
倉
h
tつ
-
み
､
そ
こ
に

粟
を
精
凡
で
北
方

へ
給
付
し
た
が
､
世
親
北
嘉
に
入
る

ほ
及
び
永
楽
元
年
､
畢
江
伯
陳
琶
む
し
で
.
海
運
を
督

解
二
批

蒜

〇

六
〇

し
耕
四
十
九
薗
飴
石
を
北
東
に
は
乙
ば
し
た
｡
そ
こ
で

太
倉
か
ら
江
口
は
出
て
北

へ
ゆ
-
な
め
の
日
藤
が
必
嬰

と
在
っ
た
'
陳
塩
は
こ
の
時
紅
畔
平
滑
の
地
に
'
方
PTTT

茎
些

二
十
飴
丈
の
丘
む
築
-
rJ
と
む
乞
以
'
永
楽
十
年

に
完
成
の
式
を
あ
げ
'
賛
山
と

い
ふ
名
を
賊
ひ
､
御
製

の
碑
文
を
立
で
た
と

い
ふ
所
で
あ
る
｡
永
楽
九
年
の
太

倉
櫨
も
英
肱
江
口
へ
下
っ
て
'
乙
の
新
し
い
寒
山
を
仰

い
だ
乙
と
J
察
せ
ら
れ
る
､
但
し
乙
J
は
晴
代
孫
堅

二

年
に
な
っ
て
蟹
山
裾
と
な

っ
た
｡

賀
川
か
ら
さ
き
江

の
流
れ
に
従
ふ
て
愈
大
海

に
出

る
､
揚
子
江

の
右
岸
突
輔
の
低

い
沙
地
を
南
湛
燐
と

5,

ふ
､
今
日
の
楊
子
岬
で
あ
る
､
乙
ゝ
ま
で
-
れ
ば
､
そ
の

さ

さ
は
漫

々
た
る
大
洋
で
海
と
は
5'
へ
'
揚
子
江
の
泥

で
海
水
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
で
あ
る
｡
即
ち
水
の
色
は

赤

い
黒

い
茶
の
や
う
に
も
見
え
る
と

レ､
ふ
の
で
.
江
口

の

l
孤
島
恕
茶
山
(触
大

島
)と

い
ふ
､
金
山
と
も
か
い

て
あ
る
が
嬉
明
島
の
東
に
あ
る
｡
今
79
獅
長
崎
か
ら
上

海

へ
の
航
路
の
目
標
で
あ
る
｡
但
し
今
日
は
崇
別
島
の

南
に
銅
沙
と
か
固
砂
と
か
い
ふ
低
奉
を
三
角
洲
が
出
凍



て
ゐ
る
が
ー
永
梨
九
年
静
時
は
ま
だ
水
上
は
現
は
れ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
で
､商
湛
明
か
ら
や
1
､東
は
机

で
光
熱
た
る
茶
巾
が
目
稜
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
､
(
北

緯
三
十

一
度
二
十
分
､
東
経
宵
二
十
二
度
十
五
分
)
舟

の
方
角
は
兼
東
南
に
進
む
乙
と
約
三
虻
､
支
郷
里
で
百

六
十
度
､
茶
山
が
見
え
る
と

い
ふ
の
で
あ
る
｡
南
膳
燐

の
近
-
で
打
水
六
七
丈
の
と
FJ
ろ
を
通
る
の
で
あ
る
｡

自
此
用
坤
申
及
丁
未
針
行
三
男
船
直
筆

大
小
七
叫

ノ

灘
山
在
二
東
北
l
蓮
7

即
ち
南
涯
の
ru
き
ま
で
東
走
甘
二
十
二
度
附
近
ほ
達

し
茶
巾
を
み
る
と

こ
ろ
で
､
舟
の
針
路

h
南

西
南
に
ひ

け
る
､
も
し
乙
ゝ
か
ら
東
北

へ
輯
ず
れ
ば
､

一
線
日
本

に
ゆ
け
る
の
だ
が
.
骨
は
さ
う
は
出
来
な
か
っ
た
｡
附

岸
の
島
を
臼
歯
に
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
rJ
で

一
且
閏

西
南
は
向
ひ
､
さ
ら
は
南
南
西

へ
舟
恕
進
め
三
正
､
凡

百
五
六
十
盟
で
大
小
七
-;
ほ
遵
す
る
｡
rJ
れ
は
今
の
大[][;,

凱
山
､
小
職
山
で
あ
る
.
山
と

い
ふ
の
は
日
本
語
の
島

と
同
じ

い
､
杭
州
轡
の
入
口
に
あ
る
､
群
島
で
あ
る
｡

那
-;
は
今
の
灘
沼
-;
(灘
虎
山
)
で
断
Jd
省
は
属
す
る
､

譜
脂
閉
桐
日
本
航
路
埼

し
か
し
陸
は
江
蘇
覇
の
方
が
近
い
｡
大
小
七
島
か
ら
酉

に
あ
る
の
だ
が
､
rJ
の
文
で
は
灘
川
が
大
小
両
の
兼
北

に
あ
る
や
う
に
蔑
め
る
け
れ
ど
も
賓
は
さ
う
で
在
-
て

大
小
川
が
灘
山
の
東
北
速
に
あ
ら
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら

ら
ノ0灘

山
下
水
深
七
'
八
尺
､
用
革
丁
計
及
丁
宋
計
三
貴

船
重
電
山

灘
鹿
島
で
は
水
洗
は
七
､
八
八
だ
t
を
rJ
か
ら
主
と

し
て
属
の
方

へ
敗
を
ひ
け
る
乙
と
凡
そ
三
証
は
し

て電

川
に
つ
く
､
乙
の
鳥
は
漸
江
省
鎮
据
膳
の
渥
上
に

あ
っ

て
来
客
､
閉
幕
の
二
つ
か
ら
成
立
し
'
舟
川
島
に
近

い
｡

零
山
用
単
年
計
重
酉
後
門

磁
石
は
や
J
西

へ
ふ
っ
で
ゐ
る
と
見
え
て
､
胆
午
針
と

あ
る
け
れ
ど
も
､
薯
は
雀
山
か
ら
偶

々
兼
は
あ
た
っ
て
､

舟
山
島
の
酉
に
金
塘
島
が
あ
る
､
rJ
の
両
島
の
海
峡
を

西
後
門
と

い
ふ
｡

西
後
門
用
巽
巳
計
三
軍
船
軍
妄
町
山
l

西
後
門
即
ち
金
塘
海
峡
か
ら
.
針

を
紫
郎
東
南
に
樽
ず

る
'
磁
石
の
傾
度
を
考

へ
る
と
束

へ
樽
ず
る
乙
と
け
な

一
四
1L

･
:
r

I
.
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節
二
十
四
懸

マ

オ
シ
十
ン

-ヤ
オ
シ
ヤ
ン

る
｡
茅

山

は

今
日
は
猫

山

と

呼
ば
れ
て
'
舟
山
島
の
首

府
充
溢
の
前
面
に
あ
っ
て
'
足
海
港
の
風
波
を
防
ぐ
｡

茅
叫
と

S,
ふ
こ
と
で
定
海
に
入
つ
ね
と
み
て
よ
い
｡

茅
山
用
辰
巳
計
'
野

廟
州
門
;
船
准
門
下
行
過
野

舛

羅
峨
丁

乙
の
文
章
で
門
と

い
ふ
の
は
海
峡
で
あ
る
｡
山
と

い
ふ

の
は
島
で
あ
る
｡
廟
州
門
即
廟
島
海
峡
を
宙

へ
下
っ
て

舛
羅
喚
ほ
っ
-
.
乙
の
島
名
不
明
で
あ
る
が
'
小
千
川

叉
は
大
鵬
蟻
川
で
あ
ら
う
､

い
づ
れ
も
舟
山
島
の
商
に

な

る
0

軸

箱
峨
用
丁
釆
計
'
経
一一時
預
山
;
出
n
汲
境
港
丁

舛
雄
も
橋
頭
も
船
が
入
れ
る
'
橋
頭
と

い
ふ
の
は
新
注

省
の
大
陸
の
実
動
で
舟
山
の
封
岸
崎
頭
山
で
あ
る
､
舛

雁
か
ら
東
南
に
す
!
む
で
双
喚
港
に
出
る
｡
双
唄
港
は

ロク
アウ
シ十
ン

海
防
間
は
よ
れ
ば
陸

奥

山

と

狼
捕
頭
と
の
中
に
あ
る
｡

リ
ー
ワ
ン
シ
ヤ
ン

即
ち
陸
奥
は
今
の
地
園
で

六

横

川

と

記
さ
れ
て
ゐ
る
島

で
あ
る
0

双
峡
港
用
丙
午
計
三
賞
'
船
軍
-孝
順
洋
及
乳
礁
洋
.

六
横
島
の
南
は
今
の
地
園
に
も
孝
順
洋
と
あ
る
.
研
江

妨

二
班

1
g
二

六

二

の
象
山
港
日
に
あ
た
る
｡
双
喚
港
口
の
水
流
は
急
で
あ

み
､
孝
順
洋
の
水
洗
十
二
托
泥
地
で
あ
る
｡
胤
礁
津
は

孝
順
津
の
北
を
限
っ
て
梅
散
列
島
の
罪
祁
す
る
た
め
の

名
で
あ
る
｡
つ
ま
-
六
横
か
ら
南
東
は
'
こ
の
列
島
に

預
ふ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
.
rJ
J
は
列
島
の
わ
あ
に
水
が

梶
-
覆

い
､
六
托
泥
地
と
あ
る
の
で
あ
る
｡

乱
礁
洋
水
深
八
九
托
野

九
山
]
以
行
'

す
る
と
梅
散
列
島
ほ
っ
･i/
ゐ
て

斐

川
'
南
韮
山
'
蒲
谷

山
と

い
ふ
や
.､目
立
っ
た
島
が
列
ぶ
｡

fJ
の
南
韮
山
に

つ
-
､
乙
の
島
は
右
の
三
島
の
う
ち
最
大
で
あ
る
｡
九

州
は
寄
音
で
､
今
の
地
図
は
韮
山
と
記
し
て
ゐ
る
｡

舟
山
用
畢
卯
計
二
十
七
更
過
洋
芦

田
本
港
口
l

日
本

一
鋸
の
王
進
槌
航
路
は
､
九
両
か
ら
野
願
に
至
る

と
あ
る
が
'
乙
の
文
牽
ほ
は
こ
れ
を
略
し
､
九
州
か
ら

未

へ
一
線
二
十
七
駈
'
即
ち
三
日
轟
で
日
本

の
港
に
至

る
と
の
み
記
し
て
ゐ
る
｡
韮
山
は
北
緯
二
十
九
度
十
分

束
種
百
二
十
二
度
で
あ
る
､
そ
の
正
光
は
吐
嶋
明
群
島

で
あ
る
'
従
っ
て
夜
久
島
ほ
っ
-
と

い
ふ
の
が
本
潜
で

あ
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡



叉
有
下
社
"山鳥
沙
門
.開
洋
七
日
即
到
上
日
本
,

fJ
れ
は
舟
山
島
の
朱
に
米
家
島
と
島
沙
島
と
が
あ
る
､

そ
の
鳥
抄
の
南
の
梅
峡
を
島
沙
門
と
い
っ
た
の
で
.
栄

家
の
北
に
は
普
陀
山
と
よ
ぴ
､
有
名
な
普
陀
落
寺
が
あ

る
､
其
観
音
は
日
本
人
沙
門
慧
革
の
撒
来
し
て
開
基
し

た
と

い
ふ
の
で
名
高

い
憲
地
で
あ
る
.
そ
rJ
で
倭
蒐
北
ハ

も
多
-
は
普
陀
'
朱
家
､
鳥
沙

1
帯
の
地
に
移
任
し
て

ゐ
ね
の
で
.
鳥
抄
と
日
本
と
の
交
通
は
約
七
日
'
順
風

に
在
れ
ば
'
も
少
し
早
か
つ
ね
か
も
し
れ
粕
が
'
ま
づ

七
日
と

い
ふ
倖
説
が
あ
つ
ね
か
ら
rJ
J
に
之
を
記
し
カ

の
で
あ
る
｡

又
陳
錦
山
王
日
本
用
良
計

陳
銀
は
舟
山
列
島
の
最
外
報
で
杓
杷
島
の
束
に
あ
る
岩

山
で
あ
る
'
倭
竜
の
根
接
地
と
在
っ
た
所
で
t
rJ
J
か

ら
日
本

へ
は
東
北
だ
と

い
ふ
の
で
あ
る
｡
乙
の
島
抄
と

陳
銀
に
つ
5,
で
は

｢
倭
囲
事
略
｣

に
吏
ら
ほ
詳
し
-
説

明
が
あ
る
か
ら
､
こ
れ
を
左
に
摘

記
し
て
A
-
0

(
捕

扶
文
)

倭
の
南
琉
球
に
至
る
は
必
ず
薩
摩
洲
よ
-
'
悶
洋
服

ir,･･:掠
細
別
日
本
航
航
考

風
七
日
｡
其
東
棟
の
凍
る
必
ず
博
多
よ
-
開
津
､
五
塙

を
へ
で
中
岡
に
入
る
､
造
舟
水
手
と
も
ほ
博
多
に
あ
る

が
放
心
､
其
入
電
の
..iJ
と
さ
は
即
ち
風
の
ゆ
-
所
に
随

ふ
､
朱
北
風
独
な
れ
ば
則
ち
薩
摩
よ
-
'
或
は
五
島
よ

-1
､
大
小
琉
球
に
至
っ
て
'
凪
の
塵
蓬
を
見
る
｡
北
多

け
れ
ば
則
戯
束
を
犯
し
､
束
多
け
れ
ば
則
ち
'
葡
紐
を

犯
し
､
彰
湖
島
ほ
て
舵
を
分
ち
､
或
は
泉
州
等
の
所
に

ゆ

き
或
は
梅
花
所
'
長
奨
豚
等
の
所
に
ゆ
-
0

若
正
東
風
独
在
れ
ば
､
則
ち
必
ず
五
島
よ
-
天
堂
官ヽ

汲
水
を
経
て
風
の
鼻
逮
な
み
'
東
北
多
け
れ
ば
則
ち

鳥

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

沙
門
に
至
-
て
分
臆
し
､
或
は
韮
山
甑
間
門
む
す
ぎ
て

温
州
を
犯
し
､或
は
舟
山
の
甫
よ
む
し
で
定
源
を
犯
し
､

大
猫
洋
h
l
へ
て
金
晒
蚊
門
に
入
わ
'象
山
泰
化
を
犯
し
､

昌
問
を
犯
し
'
姦
州
を
犯
す
｡

正
東
風
多
け
れ
ば
則
ち
李
西
盤
'
壁
下
'
陵
銀

(舟

山
列
島
外
報
の
浪
固
列
島
の
名
)
に
至
-,h
て
介
臆
し
'

戴
は
洋
:-
の
南
よ
-
し
て
臨
観
を
犯
し
､銀
柚
を
犯
し
､

ヽ
ヽ

ヽ

大
倉
を
犯
し
'
或
は
南
抄
を
す
ぎ
て
大
江
に
人
身
､
茶

ヽ巾
を
す
ぎ
瓜
儀
骨
鋸
を
犯
す
.
も
し
大
洋
に
あ
-
tJ風

表

工

六

三



地

球

第

二
十
四
容

た
ち
ま
ち
は
東
南
は
む
か

へ
ば
､
則
推
陽
を
犯
し
p
寮

某
を
犯
す
｡
若
五
島
は
あ
ら
開
拝
し
て
南
風
せ
n
ほ
猛

ら
ば
則
ち
遼
陽
に
凄

さ
､
天
津
は
抵
る
｡

大
抵
倭
糖
の
凍
る
恒
に
稽
明
の
前
後
に
あ
-
.
此
風

候
骨
な
ら
ず
､
周
期
方
に
来
北
風
あ
･
B
で
多

目
婁
ぜ
ざ

る
也
｡
五
月
を
過
ぐ
れ
ば
風
南
よ
み
凍
る
｡
倭
行
-
紘

利
あ
ら
ず
｡
重
陽
後
赤
東
北
あ
ら
､
十
月
む
す
ぐ
れ
ば

風
酉
北
よ
少
凍
る
､
亦
倭
の
利
と
す
る
所
に
非
ず
｡
故

に
防
春
は
三
､
四
'
五
月
を
以
て
大
猟
と
な
し
､
九
十

月
を
以
て
小
用
と
為
す
｡

ま
づ
か
う
し
た
記
事
で
.

い
か
に
日
本
人
が
巧
は
風

向
を
刺
し

て.
彼
の
済
源
は
出
没
し
た
か
ゞ
わ
か
る
と

同
時
に
､
韮
山
'
島
沙
門
､
陳
銀
'
壁
下
等
の
梅
島
が

倭
人
の
分
膜
の
足
溜
-
け
な
つ
ね
乙
と
も
明
に
在
る
で

あ
ら
う
と
考

へ
る
｡
今
は
し
て
磯
念
を
rJ
と
は
､
こ
れ

ら
の
倭
人
は
男
ば
か
み
の
植
民
で
あ
る
と
同
時
に
'
劫

椋
を
業
と
し
て
.
農
事
に
携
は
ら
な
か
っ
た
た
め
に
､

任
は
数
百
年
の
後
に
於

イ)､
渉
然
と
し

で其
影
を
失
ふ

た
こ
と
で
あ
っ
た
｡
後

の掠
外
に
赴
-

の人
は
､
よ
-

第
二
挑

一
四
四

大

鞘

rJ
の
事
を
考

へ
て
､
家
庭
を
奉
げ
て
移
民
し
.
平
和
裏

に
土
着
耕
作
者
LJ
ら
A
rJ
と
を
所
ら
ざ
る
を
布
衣

い
'

そ
れ
で
も
舟
山
諸
島
に
は
日
本
人
の
居
任
し
た
79
の
7P

多
か
っ
た
た
め
､
晴
朗
に
夜
つ
て
も
舟
山
に
は
洪
武
銀

が
通
用
し
た
地
域
で
あ
っ
た
､
蓋
し
洪
武
銀
は
天
龍
寺

舶
時
代
の
支
那
の
通
貨
で
あ
っ
た
.
そ
こ
で
日
本
の
水

夫
は
､
rJ
の
銀
を
取
引
に
用
以
乙
の
決
武
迫
賓
を
後
々

迄
も
鋳
造
し
て
乙
の
移
民
地
で
流
行
さ
し
た
結
果
､
白

か
ら
舟
山
に
は
洪
武
鏡
が
あ
る
と

い
ふ
乙
と
は
夜
つ
た

と
見
て
よ

い
ら
し
い
｡

和
漢
三
才
間
食
を
み
る
と
健
康
観
の
土
産
の
中
は
芭

蕉
布
､
櫛
(
世
云
庸
櫛
)洪
武
銀
､
庇
皮
､
牧
駒
な
ど
J

女
フ

記
さ
れ

てゐ
てp
中
に
は
琉
球
産
の
芭
蕉
布
或
は

太

布

の
ど
と
き
輸
入
品
か
と
も
瓜
は
る
ゝ
も
の
も
あ
る
が
洪

武
銀
に
は
コ
ロ
セ
ン
と
振
恨
名
ま
で
つ
い
て
ゐ
る
.
悲

ら
-
fJ
れ
は
輸
入
で
夜
-
薩
摩
棒
を
ど
で
貿
易
の
た
め

は
鋳
造
し
た

も

の

の
多
か
っ
た
驚
櫨
で
は
在
か
つ
ね

か
｡1

且
移
民
が
入
れ
ば
ど
こ
か
に
そ
の
名
城
は
浪
か
れ



加
叩
か
れ
､
色
の
つ
-
も
の
だ
0

7
万
井
出
で
は
洪
武
銀

通
有
と

い
ふ
こ
と
で
故
地
の
人
々
は
記
蝕
rb
れ
る
と
同

時
は
､
=
本
で
そ
の
銀
が
薩
摩
の
土
産
と
出
て
ゐ
る
｡

芸
界
駆
水
の
H
支
の
閥
係
の
密
接
せ
る
凡
そ
如
期
し
で

あ
る
O
rJ
れ
は
掬

-
有
史
以
後
の
文
車
あ
っ
て
か
ら
の

摘
係
で
は
孜

5,'
太
常
闇
ら
-
は
か
う
し
カ
航
路
か
ら

酉
九
州
は
夙
に
文
化
は
趣

い
た
79
の
と
考

へ
ら
れ
る
で

あ
ら
う
0

招
本
輸

出
陶

磁

器

の
動

向

I

1

､
緒

言

二

､粕
川

陶

磁

非

の
世
鼎
抑
揚
に
於
け
る
地
位

三
'
締
出
陶
磁
非
の
地
域
的
担
逮

飼
､
陶
磁
然
輸
出
組
合
の
現
状

五
､
陶
磁
船
輸
出
港

六
､
北

米

部

七
'
英
印
改
新
部

八
､
南

洋

部

九
､

校

刑

部

十
､
比
秤
式
部

十

1
.
俳

印

部

十
二
'
鵬

雑

部

十
掴
､
妃
氷
塊
及
部

十
六
､
申
南
紫
郎

十

八

'

紙

鎗"
‖

日
本
桶
川
陶
磁
群
の
動
向

十
三
､
鴻
洲
支
郡
部

十
五
'
阿
弗
利
加
部

ト
L
t
欣

洲

部

-

杉

江

精

1

-
､
緒

･

言

0

0

0

0

0

0

0

日
本
の
工
業
磯
展
は
原

料

資

源

の
獲

稗

と
同
時
は
製

0

0

0

0
0

晶

販

路

班

大

が
相
揮
っ
て
'
是
が
日
本
封
外
貿
易
の
金

動
向
を
支
配
す
る
敢
大
要
素
で
､
園
内
を
見
る
ほ
原
料

資
源
は
乏
し
-
､
囲
内
市
場
は
独
隙
な
る
故
緊
急
問
題

は
新
市
場
を
外
囲
は
開
拓
す
る
事
で
あ
る
.
近
時
我
周

の
商
晶
は
廉
債
を
以
て
先
進
閥
に
挑
載
む
な
し
p
登
世

界
の
市
場
を
席
捲
せ
ん
と
し
､
販
路
を
勢
以
此
政
的
未

開
地
は
求
め
ん
と
す
る
は
.昏
然
の
動
向
で
､
そ
の
結
果

蒜

混

六
五


