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海
道

か
い
ど
う

東
征

と
う
せ
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
村 

龍
介 

  

一
九
四
〇
年
。
こ
の
年
は
皇
紀
二
六
〇
〇
年
と
も
呼
ば
れ
、
神
武
天
皇
が
即
位
さ
れ
て

か
ら
二
六
〇
〇
年
に
当
た
る
。
余
談
だ
が
、
私
の
生
ま
れ
た
年
で
も
あ
る
。 

 

こ
の
年
、
様
々
な
記
念
行
事
が
催
さ
れ
、
た
く
さ
ん
の
お
祝
い
の
楽
曲
が
奉
納
さ
れ
た
。 

そ
の
中
の
ひ
と
つ
が
海
道
東
征
だ
。
作
詩
は
北
原
白
秋
、
作
曲
は
信
時
潔
。
曲
の
形
式
は 

『
交
声
曲
』
と
呼
ば
れ
る
が
、
平
た
く
言
え
ば
カ
ン
タ
ー
タ
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
バ
ッ
ク

に
『
声
』
の
部
分
が
ひ
と
つ
の
物
語
を
歌
い
あ
げ
る
。 

 

海
道
東
征
で
歌
い
あ
げ
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
神
武
天
皇
の
東
征
。
即
ち
、
九
州
の
日
向

か
ら 

瀬
戸
内
海
経
由
、
海
路
、
大
和
を
目
指
し
て
東
征
す
る
冒
険
の
旅
で
、
古
事
記
等
の 

神
話
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
る
。 

 

華
や
か
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
曲
は
当
初
は
各
地
で
演
奏
さ
れ
た
が
、
太
平
洋
戦
争
敗
戦
に

と
も
な
い
、
国
威
発
揚
の
危
険
な
曲
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
長
期
間
封
印
さ
れ
て
し
ま
う
。 

 

戦
後
七
十
年
、
信
時
潔
の
没
後
五
十
年
を
迎
え
る
頃
か
ら
完
全
演
奏
を
求
め
る
機
運
が

高
ま
り
、
二
〇
一
四
年
二
月
、
建
国
記
念
の
日
に
熊
本
で
本
格
的
な
演
奏
が
披
露
さ
れ
た
。 

そ
の
後
、
大
阪
と
東
京
で
も
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
頻
度
は
極
端
に
少
な
く
、

東
京
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
公
開
さ
れ
た
演
奏
は
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
今
年
四
月
、

池
袋
の
東
京
芸
術
劇
場
で
行
わ
れ
た
演
奏
会
だ
け
で
あ
る
。 

 

私
は
、
こ
の
演
奏
会
に
何
と
な
く
行
き
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
前
売
り
チ
ケ
ッ
ト
が

ア
ッ
と
い
う
間
に
売
り
切
れ
て
し
ま
い
、
補
助
椅
子
の
席
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

見
送
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
反
響
を
ネ
ッ
ト
や
新
聞
で
見
る
度
に
、
何
か
大
き
な

モ
ノ
を
取
り
逃
が
し
た
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
海
道
東
征
の 

ソ
プ
ラ
ノ
部
分
を
受
け
持
つ
歌
手
の
幸
田
浩
子
は
、
過
去
に
も
二
度
歌
っ
た
経
験
か
ら
、

神
武
天
皇
が
通
っ
た
と
さ
れ
る
海
路
に
特
別
な
思
い
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
昨
年
の
夏
、

小
型
船
舶
の
免
許
を
取
得
。
島
々
の
姿
を
目
に
し
、
海
風
を
感
じ
る
と
、
こ
の
曲
を
思
い

返
す
と
い
う
。
そ
こ
ま
で
や
る
ほ
ど
魅
力
的
な
曲
な
の
か
。 

 

実
は
、
私
は
信
時
潔
の
曲
に
そ
れ
ほ
ど
好
印
象
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
の
代
表
作

と
い
え
ば
『
海
ゆ
か
ば
』。
し
か
し
、
こ
れ
を
聞
く
と
何
と
も
凄
惨
な
感
じ
が
拭
え
な
い
。

尤
も
、
こ
れ
は
作
曲
で
は
な
く
作
詩
の
問
題
な
の
だ
が
。 

 
 

海 う
み

行 ゆ

か
ば 

水
漬

み

づ

く 

屍
か
ば
ね 

 
 

山 や
ま

行 ゆ

か
ば 

草
生

く

さ

む

す 

屍
か
ば
ね 

 

「
海
を
行
け
ば
水
に
浸
か
っ
た
屍
と
な
り
、
山
を
行
く
と
草
蒸
す
屍
と
な
る
」
と
歌
う 
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最
初
の
二
節
だ
け
で
、
勇
壮
な
雰
囲
気
は
吹
き
飛
び
、
次
に
進
む
の
を
躊
躇
し
て
し
ま
う
。 

 
以
下
は
、「
大
君
の
足
元
に
こ
そ
死
の
う
。
後
ろ
を
振
り
返
る
こ
と
は
し
な
い
」
と
続
く
。 

こ
の
曲
は
軍
歌
と
し
て
分
類
さ
れ
る
が
、
励
ま
し
よ
り
も
惨
た
ら
し
さ
が
前
面
に
出
て
、

決
し
て
好
き
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
一
体
だ
れ
の
作
詩
だ
ろ
う
と
調
べ
て
み
て
驚
い
た
。 

こ
の
歌
詞
の
出
典
は
万
葉
集
だ
と
い
う
。
大
伴
家
持
の
詩
に
全
く
同
じ
も
の
が
あ
っ
た
。 

有
力
説
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
だ
っ
た
信
時
は
『
ル
カ
伝
』
第
九
章
の
記
述
に

似
た
詩
を
万
葉
集
の
中
に
見
つ
け
、
そ
れ
を
歌
詞
と
し
て
曲
を
つ
け
た
と
さ
れ
る
。 

『
海
ゆ
か
ば
』
か
ら
「
天
皇
陛
下
万
歳
！
」
を
連
想
し
て
、
大
君
を
昭
和
天
皇
の
こ
と
と

勝
手
に
捉
え
て
い
た
私
は
、
寡
聞
を
恥
じ
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

一
般
に
、
歌
も
の
楽
曲
（
歌
詞
を
伴
う
作
曲
）
で
は
、『
詩
先
』
か
『
曲
先
』
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
完
成
し
た
詩
に
曲
を
つ
け
る
の
か
、
出
来
た
曲
に
詩
を
つ
け
る

の
か
と
い
う
問
題
だ
。
選
択
肢
の
大
き
さ
か
ら
考
え
る
と
答
は
簡
単
だ
。 

 

メ
ロ
デ
ィ
を
作
る
と
き
に
は
、
リ
ズ
ム
を
抜
き
に
考
え
る
と
、
一
つ
の
調
べ
の
中
に
は
、

ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド
の
七
つ
の
選
択
肢
し
か
な
い
。
一
方
、
詩
作
で
は
、
言
葉
と
い
う

無
限
に
近
い
選
択
肢
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
選
択
の
幅
と
い
う
尺
度
で
み
る
と
、 

『
曲
先
』
は
『
詩
先
』
に
較
べ
て
は
る
か
に
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
（
弾
力
性
）
が
大
き
い

と
い
え
る
。『
詩
先
』
は
そ
れ
だ
け
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。 

 

信
時
潔
は
典
型
的
な
『
詩
先
』
型
だ
。
彼
の
残
し
た
千
曲
近
い
作
品
の
中
に
は
歌
詞
を

伴
わ
な
い
ピ
ア
ノ
曲
な
ど
も
あ
る
が
、
大
半
の
作
品
は
既
存
の
詩
に
曲
を
つ
け
た
も
の
だ
。 

あ
る
意
味
で
は
、
詩
と
い
う
作
品
に
メ
ロ
デ
ィ
を
つ
け
る
こ
と
で
作
品
と
し
て
の
価
値
を

更
に
高
め
た
い
、
と
信
時
は
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

一
方
、
北
原
白
秋
の
詩
だ
が
、
正
直
、
私
は
白
秋
の
詩
と
い
え
ば
、
こ
の
道
、
ペ
チ
カ
、

か
ら
た
ち
の
花
、
砂
山
…
と
い
っ
た
有
名
な
童
謡
の
歌
詞
し
か
知
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

白
秋
の
海
道
東
征
は
、
童
謡
に
あ
る
よ
う
な
叙
情
的
な
感
性
と
は
全
く
次
元
の
違
う
作
品

な
の
だ
。
こ
の
詩
の
第
一
章
「
高
千
穂
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。 

神
坐 ま

し
き
、
蒼
空

あ
お
そ
ら

と
共
に
高
く
、
み
身
坐 ま

し
き
、
皇

す
め
ら

祖
み
お
や

。 

 
 
 

か
な
り
我
が
中
空

な
か
ぞ
ら

、
窮 き

は

み
無
し 

皇
す
め
ら

産 む
す

霊 び

、 

 

い
ざ
仰
げ
世
の
こ
と
ご
と
、
天 あ

め

な
る
や
崇 た

か

き
み
生 あ

れ

を
。 

  

何
度
読
み
返
し
て
も
、
何
の
コ
ッ
チ
ャ
だ
し
、
何
処
ま
で
読
ん
で
も
「
？
」
な
の
だ
。

解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
三
行
は
次
の
よ
う
に
読
む
の
だ
そ
う
だ
。 

 

我
ら
が
皇
祖
の
神
々
は
、
蒼
空
の
よ
う
に
高
く
、
遥
か
か
な
た
の
高
天
原

た
か
ま
が
は
ら

に 

住
ま
わ
れ
て
い
た
。 
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高
天
原
へ
は
広
大
な
空
間
が
広
が
り
、 

 
 
 

万
物
を
生
む
神
々
の
力
は
か
ぎ
り
な
い
。 

 
 
 

さ
あ
仰
ぎ
見
よ
、
生
み
出
さ
れ
る
全
て
の
も
の
を 

 
 
 

崇
高
な
神
々
の
誕
生
を
。 

  

こ
れ
が
、「
白
い
白
い
花
が
咲
い
た
よ
」
と
か
「
青
い
青
い
針
の
と
げ
だ
よ
」
な
ど
の

詩
を
作
っ
た
人
の
作
品
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
海
道
東
征
を
作
詩
し
た
白
秋
は
、
か
ら

た
ち
の
花
を
作
っ
た
白
秋
と
は
あ
き
ら
か
に
別
人
だ
。 

 

白
秋
は
、
海
道
東
征
を
作
る
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
叙
情
詩
を
捨
て
て
叙
事
詩
に

挑
戦
し
た
の
だ
。
古
典
文
学
の
権
威
、
風
巻
景
次
郎
も
海
道
東
征
を
「
荘
厳
な
る
古
典
調

叙
事
詩
」
と
呼
ん
で
い
る
。
近
代
詩
人
と
し
て
た
く
さ
ん
の
名
作
を
残
し
た
白
秋
だ
が
、

詩
人
と
し
て
の
人
生
を
締
め
く
く
る
仕
上
げ
の
作
品
と
し
て
叙
事
詩
を
選
ん
だ
の
だ
。 

  
 

作
曲
の
信
時
潔
に
し
て
も
、
実
は 

文
筆
家
と
し
て
も
名
を
な
し
て
い
る
。 

晩
年
は
谷
崎
純
一
郎
や
和
辻
哲
郎
ら
と 

同
人
雑
誌
を
作
っ
て
い
た
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
白
秋
の
詩
を
目
に
し
て
、 

「
北
原
先
生
の
詩
の
見
事
さ
に
力
を 

得
て
曲
の
大
骨
の
見
当
が
つ
い
た
」
と
、 

大
作
の
作
曲
に
着
手
す
る
決
心
が 

つ
い
た
の
だ
。 

 
 

 

今
般
、
関
東
で
今
年
二
度
目
の 

公
演
が
十
二
月
十
九
日
に
自
宅
か
ら 

三
十
分
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
ミ
ュ
ー
ザ 

川
崎
」
に
て
、
東
京
交
響
楽
団
の 

演
奏
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。 

ソ
プ
ラ
ノ
は
あ
の
幸
田
浩
子
だ
。 

チ
ケ
ッ
ト
を
握
り
し
め
て
楽
し
み
に 

し
て
い
る
。 

 

【
二
〇
一
七
年
十
月
記 

 

原
稿
用
紙 

約
八
枚 

 

課
題
「
？
」】 

 

[ 図は「海道東征」のHPから借用 ] 


