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中
国
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

始
め
た
宣
伝

中
国
の
国
家
海
洋
局
は
2
0
1
4
年

12
月
30
日
'
尖
閣
諸
島
問
題

(中
国

名
'
釣
魚
島
)
に
つ
い
て
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト

｢釣
魚
島
-
中
国
固
有
の
領
土
｣

を
開
設
し
た
｡
サ
イ
ト
は

｢基
本
的
立

場
｣
｢
自
然
環
境
｣
｢
歴
史
的
根
拠
｣

｢文
献
資
料
｣
｢法
律
文
書
｣
｢論
文
著

作
｣
｢
ニ
ュ
ー
ス
動
態
｣
｢映
像
資
科
｣

か
ら
な
り
'
尖
閣
問
題
に
対
す
る
中
国

側
の
基
本
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

ヽ
ノ
~

1.-
＼

の
附
属
島
晩
が
台
湾
の
附
属
島
晩
と
と

も
に
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
が
'
第
二
次

大
戦
後
'
｢
カ
イ
ロ
宣
言
｣
に
基
づ

き
'
｢
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
｣
や

｢降
服
文

書
｣
に
よ
っ
て
中
国
に
返
還
さ
れ
た
｡

(4
)
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
に
勝
利
し

た
成
果
を
守

る
決
意
は
い
さ
さ
か
も
揺

る
ぎ
な
い
｡
歴
史
事
実
と
国
際
法
を
踏

み
に
じ
る
日
本
の
行
為
を
打
ち
砕
き
'

地
域
の
平
和
と
秩
序
を
守
る
自
信
と
能

力
を
持
っ
て
い
る
｡

こ
の
中
で
､
｢
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争

に
勝
利
｣
云
々
は
'
今
年
が
戦
後
70
周

年
の
節
目
と
な
る
こ
と
に
便
乗
し
た

｢歴
史
認
識
｣
で
あ
る
｡

特
に
'
近
年
'
尖
閣
諸
島
附
近
で
領

海
侵
犯
を
繰
-
返
す
中
国
海
曹
局
の
動

き
を
伝
え
る

｢
ニ
ュ
ー
ス
動
態
｣
(最

薪
情
報
)
の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
の
は
要

注
意
だ
｡
中
国
が
尖
閣
諸
島
を

〝実
効

支
配
″
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
､

そ
の
既
成
事
実
化
を
は
か
ろ
う
と
し
て

い
る
か
ら
だ
｡
中
国
側
の
主
張
に
は
歴

史
的
根
拠
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
の
ち
'
日
本
も
海
上
保
安
庁
の
巡
視

船
の
パ
ト
ロ
ー
ル
の
様
子
を
伝
え
る
動

画
を
配
信
す
る
な
ど
の
対
抗
措
置
を
す

み
や
か
に
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
｡
ち
な

み
に
国
家
海
洋
局
は
'
現
場
部
隊
の
中

国
海
曹
局
の
上
部
機
関
に
あ
た
る
｡

一
万
㌧
｢基
本
的
立
場
｣
で
示
さ
れ

た
次
の
4
点
は
'
挑
発
行
為
を
正
当
化

す
る
た
め
の
論
拠
と
い
え
る
｡

(1
)
釣
魚
島
及
び
そ
の
附
属
島
峡
は

中
国
の
不
可
分
の
領
土
の
一
部
で
'
歴

史
的
に
は
勿
論
国
際
法
上
か
ら
見
て
も

中
国
固
有
の
領
土
｡

(2
)
釣
魚
島
及
び
そ
の
附
属
島
峡

は
'
日
本
が
発
見
す
る
数
百
年
前
か
ら

中
国
が
管
轄
｡

(3
)
下
関
条
約
で
は
釣
魚
島
及
び
そ

｢lE笹｣平成27咋5月号

下
僚
正
男
氏

昭
利
25
(1
9
5
0
)
年
'

長
野
県
山
身
｡
国
邸
院
大
学
大
学
院
博
士
課
程
終

了
o
ER
年
に
韓
国
へ
渡
り
､
三
星
綜
合
研
修
院
主

任
講
師
､
仁
川
大
学
校
客
員
教
授
を
経
て
平
成
1

年
に
帰
国
Q
;
年
か
ら
現
職
｡
竹
島
研
究
の
第

1

人
者
で
､
島
根
県
庁

｢竹
島
問
題
研
究
会
｣
座
長

を
務
め
る
｡
著
苔
に

r日
韓

･
歴
史
克
服
へ
の

道
】
(展
転
社
)'
r竹
馬
は
日
韓
ど
ち
ら
の
も
の

か
｣
(文
審
新
香
)
な
ど
｡

だ
が
そ
の

｢歴
史
認
識
｣
と
国
家
海

洋
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
'
致
命
的

な
欠
陥
が
あ
る
｡
尖
閣
諸
島
は

｢中
国

の
不
可
分
の
領
土
の
一
部
｣
で

｢台
湾

の
附
属
島
喚
｣
だ
と
し
な
が
ら
､
そ
の

事
実
や
証
拠
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い

か
ら
だ
O

本
稿
で
は
'
①
尖
閣
諸
島
に
は

｢日

本
が
発
見
す
る
数
百
年
前
か
ら
中
国
が

管
轄
｣
し
た
事
実
が
あ
っ
た
の
か
'
②

尖
閣
諸
島
は
歴
史
的
に

｢台
湾
の
附
属

島
映
｣
で
あ
っ
た
の
か
-

の
二
点
を

中
心
に
'
中
BEI国
家
海
洋
局
の
主
張
を

検
証
す
る
こ
と
に
し
た
｡

中
国
の
尖
閣
領
有
主
張
の
歴
史

多
-
の
読
者
に
と
っ
て
は
お
さ
ら
い

に
な
る
で
あ
ろ
う
が
'
中
華
人
民
共
和

国
政
府
が
尖
閤
諸
島
の
領
有
を
主
張
し

た
の
は
1
9
7
1
年
12
月
30
日
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
'
ま
ず
確
認
し
て
お
き

た
い
｡
台
湾
の
中
華
民
国
政
府
も
そ
の

半
年
前
の
同
年
6
月
11
日
'
外
交
部
声

明
を
通
じ
て
'
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を

主
張
し
て
い
る
｡

そ
の
直
接
的
要
因
は
､
尖
閣
諸
島
を

含
む
沖
純
が
1
9
7
2
年
5
月
15
日
'

日
本
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
沖

縄
返
還
に
あ
る
｡
そ
こ
で
中
国
外
交
部

は
'
中
華
民
国
政
府
の
後
を
受
け
'
尖

閤
諸
島
は

｢
台
湾
の
附
属
島
峡
で
あ

る
｡
こ
れ
ら
の
島
晩
は
台
湾
と
同
様

に
'
昔
か
ら
中
国
の
不
可
分
の
領
土
の

1
部
｣
で
あ
-
'
｢中
国
人
民
は
必
ず

釣
魚
島
な
ど
台
湾
に
附
属
す
る
島
峡
を

も
回
復
す
る
｣
と
す
る
声
明
を
発
表
し

た
の
で
あ
る
｡

中
国
が
尖
閣
諸
島
に
執
着
す
る
の

は
'
尖
閤
諸
島
を
台
湾
の
附
属
島
晩
と

す
る
こ
と
で
'
台
湾
そ
の
も
の
も
併
合

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
｡

中
国
の
国
家
海
洋
局
が
'
上
記
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
の

｢
基
本
的
立
場
｣
の
中

で
'
｢
第
二
次
大
磯
後
t
r
カ
イ
ロ
宣

言
｣
に
基
づ
き
'
｢ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
｣

や

｢降
服
文
書
｣
に
よ
っ
て
中
国
領
と
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な
っ
た
｣
と
す
る
の
は
､
こ
の
時
の
声

明
が
基
に
な
っ
て
い
る
｡
以
来
'
虎
視

耽
々
と
尖
閤
諸
島
を
狙
う
中
国
政
府

は
'
1
9
9
2
年
に
尖
閣
諸
島
を
中
国

領
と
す
る

｢領
海
法
｣
を
制
定
し
'
2

0
0
8
年
に
は
中
国
公
船
が
尖
閣
諸
島

周
辺
の
領
海
を
侵
犯
す
る
な
ど
'
直
接

行
動
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
さ
ら
に

2
0
1
0
年
5
月
5
日
'
中
国
人
民
解

放
軍
の
前
身
で
あ
る
八
路
軍
を
記
念
し

た

｢
人
格
軍
太
行
記
念
館
｣
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
は
'
膨
し
い
数
の
尖
開
聞
砥

関
連
の
論
稿
が
掲
載
さ
れ
た
｡

尖
閣
諸
島
附
近
で
違
法
漁
櫛
を
続
け

る
中
国
漁
船
を
収
-
締
ま
っ
て
い
た
海

上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
'
中
国
漁
船
が

体
当
た
-
し
て
船
長
が
公
務
執
行
妨
害

で
逮
捕
さ
れ
た
の
は
そ
の
4
か
月
後
の

9
月
7
H
で
あ
る
.
そ
の
後
'
中
国
側

に
よ
る
傍
若
無
人
の
撮
る
舞
い
は
南
シ

ナ
海
に
も
拡
大
し
'
今
や
中
国
は

｢地

域
の
平
和
と
秩
序
｣
を
脅
か
す
元
凶
と

化
し
て
い
る
｡

↓
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･･I-
1

1
=･1
-

-
･1
1-
I
-
t

I

し
た

｢論
文
著
作
｣
の
l
つ
に
'
井
上

清
氏
の

蚕

閣
列
畳

を
挙
げ
る
の
で

あ
る
｡

そ
の
井
上
清
氏
の
論
者
が
中
国
側
で

珍
重
さ
れ
る
理
由
は
､
｢
い
ま
急
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
釣
魚
諸
島
の

帰
属
問
題
を
正
し
-
解
決
し
て
､
日
本

帝
国
主
義
が
､
こ
の
間
題
で
国
民
の
問

に
に
せ
の
愛
国
主
義
を
あ
お
り
た
で
'

現
実
に
外
国
の
領
土
侵
略
の
第

一
段
階

を
完
了
す
る

(そ
れ
が
完
了
さ
れ
れ
ば

第
二
段
階
以
後
は
き
わ
め
て
容
易
と
な

る
)
の
を
'
-
い
と
め
る
た
め
に
'
歴

史
家
は
歴
史
家
な
り
に
'
で
き
る
だ
け

の
こ
と
を
｣
す
べ
き
と
し
た
'
井
上
氏

自
ら
の
姿
勢
に
あ
る
O
井
上
氏
に
と
っ

て
の
尖
閣
諸
島
は
'
日
本
が

｢対
晴
戦

勝
に
乗
じ
て
'
中
国
お
よ
び
列
国
の
日

を
か
す
め
て
窃
取
し
た
｣
も
の
だ
っ
た

か
ら
だ
｡

し
か
し
尖
閤
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
は
､

実
際
に
尖
閣
諸
島
が

｢台
湾
の
附
属
島

峡
｣
で
あ
っ
た
の
か
'
さ
ら
に
台
湾
は

中
国
側
の
こ
う
し
た
挑
発
行
為
は
'

今
か
ら
1
3
0
年
ほ
ど
前
の
出
来
事
と

重
な
る
も
の
が
あ
る
｡
1
8
8
6
年

(明
治
19
年
)
8
月
1
日
'
清
国
海
軍

の
北
洋
艦
隊

(軍
艦
定
遠
'
鋲
遠
'
済

遠
'
威
遠
)
が
長
崎
港
に
入
港
L
t
無

許
可
で
上
陸
し
た
治
国
の
水
兵
等
が
長

崎
市
内
で
狼
籍
を
働
い
た
長
崎
事
件
で

あ
る
｡
こ
の
時
'
清
国
で
は
そ
の
海
軍

力
を
日
本
側
に
誇
示
し
た
つ
も
り
だ
っ

た
が
'
逆
に
こ
の
4
隻
は
､
そ
の
後
の

日
清
戟
争
で
歯
獲

(捕
獲
)'
あ
る
い

は
自
沈
'
撃
沈
さ
れ
て
い
る
｡
長
崎
事

件
は
､
後
の
日
清
戦
争
に
も
影
響
を
与

え
､
日
露
戦
争
を
経
て
治
国
が
瓦
解
す

る
伏
線
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
清
朝
の
滅
亡
か
ら
百
余
年
の
今

日
'
中
国
側
は
再
び
危
険
な
挑
発
を
始

め
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
何
故
'
過
去

の
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の

だ
ろ
う
か
｡

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
'
中
国
側

が
掲
げ
た
歴
史
的
根
拠
に
日
本
側
が
翻

弄
さ
れ
続
け
て
き
た
現
実
が
あ
る
｡
中

国
側
は
'
15
世
紀
に
成
立
し
た
と
称
す

る
航
路
案
内
書

｢順
風
相
送
｣
や
､
明

代
以
来
'
中
国
側
が
琉
球
国
に
冊
封
位

を
送
っ
た
際
'
使
臣
等
が
尖
閣
諸
島
を

目
撃
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
'
｢
日

本
が
発
見
す
る
数
百
年
前
か
ら
中
国
が

管
轄
｣
し
て
い
た
証
拠
と
し
て
き
た
｡

日
本
側
で
は
こ
れ
に
対
し
て
､
生
真
面

目
に
も
そ
の
反
論
に
追
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
｡

｢国
際
法
｣
を
云
う
根
拠
は
､

あ
の
井
上
清
氏
の
論
文

加
え
て
中
国
側
が

｢歴
史
的
に
は
勿

論
'
国
際
法
上
か
ら
見
て
も
中
国
固
有

の
領
土
｣
と
強
調
す
る
の
は
'
1
9
7

2
年
に
刊
行
さ
れ
た
井
上
清

二
R
京
都

大
学
教
授

(故
人
)
の

r尖
閣
列
島
J

を
奇
貨
と
L
t
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を

主
張
す
る
論
拠
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
｡
そ
の
た
め
国
家
海
洋
局
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
も
､
尖
閣
諸
島
を
中
国
領
と

い
つ
か
ら
中
国
鏡
と
な
っ
た
の
か
を
究

明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
尖
閣
諸
島
に

対
す
る
歴
史
的
権
原

(根
拠
)
が
な
い

ま
ま
,
そ
の
領
有
権
を
主
張
す
る
こ
と

は
,
｢帝
国
主
義
｣
そ
の
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
｡

だ
が
井
上
晴
氏
の

【尖
閣
列
島
L
で

は
､
そ
の
歴
史
的
権
原
に
つ
い
て
は
明

言
し
て
い
な
い
｡
井
上
晴
氏
は

雇

琉

球
録
J
(1
5
3
4
年
)､
蛋

編
使
琉

球
録
｣
(1
5
6
2
年
)
t
r便
琉
球
雑

蘇
.二

1
6
8
3
年
)t
r
中
山
伝
借

録
二

1
7
1
9
年
)～
r琉
球
国
志

略
]
(1
7
5
6
年
)'
雇

琉
球
録
｣

(1
8
0
0
年
)､
宗

琉
球
国
志
略
J

(1
8
0
8
年
)
等
､
中
国
側
の
文
献

に
釣
魚
島
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
を
理

由
に
､
尖
閣
諸
島
を
中
国
領
と
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
｡

台
湾
は
明
の

｢外
国
｣
だ
っ
た

だ
が
そ
れ
で
は
'
｢
日
本
が
発
見
す

る
敷
石
年
前
か
ら
中
国
が
管
轄
｣
し
て

い
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
｡
｢
中
国
が

管
轄
｣
し
て
い
た
事
実
を
証
明
す
る
に

は
･
少
な
く
と
も
明
代
の
官
撰
地
誌
で

あ
る

r大
明

一
統
志
｣
や
正
史
の

r明

史
｣
の
中
で
､
台
湾
が
明
の
版
図
で
あ

っ
た
事
実
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
か
ら
だ
｡

そ
の
点
'
｢歴
史
家
な
り
に
､
で
き

る
だ
け
の
こ
と
を
｣
し
た
と
自
負
す
る

井
上
氏
が
,
r大
明

l
統
志
】
と

萌

史
｣
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
'
不
思

議
で
あ
る
｡
勅
撰
の

r大
明

一
統
志
｣

と

前

史
l
(｢
地
理
志
｣)
の
記
事
を

確
認
す
れ
ば
'
台
湾

(｢離
散
｣)
が
明

の
領
土
と
し
て
管
推
さ
れ
て
い
た
の
か

ど
う
か
が
'
分
か
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
こ
で

r明
豊

の

｢地
理
志
｣
を

見
る
と
,
台
湾
に
関
し
て
記
載
さ
れ
て

い
る
の
は
,
朝
鮮
や
安
南
'
日
本
､
琉

球
等
と
同
じ

｢
外
国
伝
｣
の
中
で
あ

る
｡
こ
れ
は
明
代
'
台
湾
が
明
の
領
土

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
明

瞭
な
証
拠
で
あ
る
｡
さ
ら
に

r大
明

一
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就
志
し
(｢外
夷
｣)
に
い
た
っ
て
は
'

彰
湖
峡

(汐
湖
喚
)
と
台
湾

(高
華

喚
)
を

｢琉
球
国
｣
の
附
属
島
峡
と
し

て
い
る
｡

こ
れ
ら
は

｢明
史
』
(｢
地
理
志
｣)

と

r大
明

一
統
志
J
が
'
台
湾
を
明
朝

の
領
土
と
し
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
の
証
左
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ

を
絵
図
の
形
で
可
視
化
し
た
も
の
が
t

r大
明

一
統
志
｣
の

｢
大
明

一
統
之

囲
｣
で
あ
る
｡
明
朝
の
淀
城
を
示
し
た

｢大
明

一
統
之
図
｣
に
は
台
湾
が
描
か

れ
て
お
ら
ず
'
対
岸
の
福
建
省
を
描
い

た

｢福
建
地
理
之
図
｣
に
も
'
台
湾
は

描
か
れ
て
い
な
い
｡

こ
れ
は
当
然
で
'
台
湾
が

｢
台
湾

府
｣
と
し
て
中
国
の
領
土
と
な
る
の

は
､
晴
代
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
｡
康

照
22
年

(1
6
8
3
年
)
12
月
22
日
'

台
湾
を
攻
略
し
た
水
師
提
督
の
施
娘

は
､
｢
陳
台
湾
棄
留
利
害
疏
｣
(｢台
湾

棄
留
の
利
害
を
陳
ぶ
る
の
疏
｣
)
の
中

で
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
o

｢明
季
'
潜
水
標
を
金
門
に
設
け
'
出

汎
'
渉
湖
に
至
り
て
止
む
O
台
湾
'

原
'
化
外
に
属
し
'
土
番
雑
処
し
て
末

だ
版
図
に
人
ら
ざ
る
な
り
｣
(｢清
史

稿
｣
)1

6
8
3
年
以
前
に
は
台
湾
は
化
外

の
地
で
あ
っ
て
'
中
国
の

｢版
図
｣
に

属
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
｡

そ
の
台
湾
が
清
に
附
属
す
る
の
は
'
施

塊
が

｢
四
省
の
要
害
に
関
わ
る
｡
断
じ

て
棄
つ
る
べ
か
ら
ず
｣
と
'
上
疏

(上

申
)
し
た
こ
と
に
よ
る
o

以
上
の
歴
史
的
事
実
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
'
中
国
側
が

｢台
湾
は
明
代

か
ら
中
国
領
で
あ
っ
た
と
す
る
｣
の

は
'
中
国
こ
そ
が

｢歴
史
事
実
と
国
際

法
を
踏
み
に
じ
る
｣
帝
国
主
義
的
な
歴

史
の
提
遺
著
だ
か
ら
で
あ
る
｡

台
湾
府
に
尖
闇
は
含
ま
れ
ず

そ
れ
で
は
措
朝
が
設
粧
し
た
台
湾
府

の
中
に
'
尖
閣
諸
島
は
含
ま
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
確
か
め
る
に
は

蒋
硫
英
の

r台
湾
府
誌
｣
と
'
高
挟
乾

の

｢台
湾
府
誌
J
(1
6
9
8
年
刊
)

を
見
る
必
要
が
あ
る
｡

そ
こ
で
薄
味
英
の

r台
湾
府
誌
｣

(｢封
隅
｣)
を
見
る
と
'
台
湾
の
北
限

は

｢北
'
錐
龍
城
に
至
る
｣
と
さ
れ
､

高
批
乾
の

r台
湾
府
誌
]
(｢混
界
｣)

で
も

｢北
'
難
龍
山
に
至
る
こ
と
二
千

三
百

一
五
里
'
界
と
為
す
｣
と
し
て
､

難
龍
山
を
台
湾
府
の
意
界

(境
界
)
と

し
て
い
る
o
｢
難
龍
城
｣
も

｢
難
龍

山
｣
も
'
台
湾
の
最
北
部
に
近
い
現
在

の
基
隆
附
近
に
あ
る
｡

今
日
､
中
国
側
が

｢核
心
的
利
益
｣

と
す
る
尖
閣
諸
島
は
'
台
湾
府
の
蛮
界

と
さ
れ
た
基
隆
付
近
か
ら
さ
ら
に
北
東

に
1
7
0
キ
ロ
ほ
ど
の
位
置
に
あ
る
｡

尖
閣
諸
島
は
台
湾
の
属
島
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
｡

そ
の
事
実
は
'
高
洪
乾
の

r台
湾
府

誌
｣
所
収
の

｢台
湾
府
絵
図
｣
と

｢台

風
諸
三
解
彫
潮
図
｣
で
確
認
が
で
き

る
｡
台
湾
府
の
東
城
を
示
し
た

｢台
湾

府
絵
図
｣
と

｢台
風
諸
三
解
杉
湖
図
｣

に
は
､
尖
閤
諸
島
が
描
か
れ
て
い
な
い

か
ら
だ
｡
｢釣
魚
島
及
び
そ
の
附
属
島

帆
は
中
国
の
不
可
分
の
領
土
の
1
部
｣

な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

水
師

提
督
の
施
現
が
台
湾
を

｢断
じ

て
棄
つ
る
べ
か
ら
ず
｣
と
上
疏

し
た

際
'
台
湾
の

｢絵
図
｣
が
上
進
さ
れ

る

が
'
そ
の
後
'
晒
朝
の
文
献
に
台
湾
が

描
か
れ
る
の
は
'
薬
方
柄
が
明
代
の
陸

応
陽
の

r広
輿
記
｣
を
増
科
し
た

r重

訂
広
輿
記
』
(｢
天
下
地
輿
全

図
｣)
が

早
い
例
と
な
る
｡
そ
の
康

紀
州25
年

(1

6
8
6
年
)
序
の

｢重
訂
広
輿
記
｣

(｢福
建
全
図
｣)

【写
真
上
】
で
は
'
台

湾
山
脈
の
西

側
と
杉
湖
諸
島
が
描
か
れ

て
い
る
だ
け

で
､
台
湾
と
尖
閣
諸
島
の

r王
訂
広
輿
肥
｣
所
収

r碍
建
全
図
｣

間
に
あ
る
彰
任
峡
や

棉
花
晩
'
花
瓶
峡

も
描
か
れ
て
い
な
い
｡

こ
の

r重
訂
広
輿
記
｣
に
措
か
れ
た

台
湾
の
図
形
は
'
虚
無
38
年

(1
6
9

9
年
)'
晴
の
康
熱
帯
が
宣
教

師
ら
に

命
じ
､
近
代
的
な
測
畳
を
基

に
作
図
し

た

r康
黙
皇
輿
全
覧
図
｣

【写
真
中

段
】
の
台
湾
と
も
近
い
｡

清
朝
で
は

r康
照
皇
輿
全
覧
図
｣
以
後



す
る
中
国
側
の
主
張
に
つ
い
て
も
'
検

証
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ

れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
事
例
が
'
嘉

慶
13
年

(1
8
0
8
年
)'
清
の
冊
封

任
と
し
て
琉
球
国
に
渡

っ
た
奔
娘
の

r東
萩
百
詠
J
で
あ
る
｡

そ
こ
で
は
福
建
省
の
福
州
か
ら

｢難

龍
山
｣
(台
.拷
)
を
経
て

｢釣
魚
台
｣､

｢赤
尾
喚
｣'
｢黒
水
溝
｣
と
航
路
を
と

る
中
､
斉
巌
が

｢難
龍
山
｣
を
通
過
す

る
際
へ
難
龍
山
を
称
し
て

｢猶
こ
れ
中

華
の
界
の
ご
と
し
｣
と
記
し
て
い
る
か

ら
だ
｡
こ
の
時
'
斉
蝦
が

｢難
龍
山
｣

を

｢中
華
の
界
の
ご
と
し
｣
と
し
た
の

は
'
清
朝
が
台
湾
を
領
有
し
て
以
来
'

台
湾
府
の
碩
界
は
､
難
龍
山
と
決
ま
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
D

従
っ
て

｢雛
龍
山
｣
を
過
ぎ
､
琉
球

国
の
久
米
島
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る

尖
閣
諸
島

(｢釣
魚
台
｣
･
｢赤
尾
喚
｣)

は
'
何
処
に
も
属
さ
な
い
無
主
の
地
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
を
中

国
側
で
は
'
明
代
の
陳
仮
の

r便
琉
球

録
j
(1
5
3
4
年
)
に
続
い
て
t
r重

編
使
琉
球
錬
Lt
『使
琉
球
雑
禄
｣
'
r琉

球
国
志
略
｣
'
r便
琉
球
録
｣､
r続
琉
球

国
志
略
｣
等
'
冊
封
使
達
の
記
録
に
尖

閤
諸
島
を
目
撃
し
た
記
述
が
あ
る
と
'

尖
閣
諸
島
を
中
国
領
と
す
る
根
拠
と
し

て
き
た
の
で
あ
る
｡

だ
が
冊
封
使
と
し
て

｢続
琉
球
国
志

略
し
(1
8
0
8
年
)
を
残
し
た
粛
鮫

は
'
台
湾
府
の
難
龍
山
を
目
撃
し
た
際

に
､
そ
れ
を

｢中
華
の
界
｣
と
し
て
い

た
｡
そ
の

｢中
華
の
界
｣
を
過
ぎ
た
後

に
､
中
国
の
冊
封
億
が
尖
閣
諸
島
を
目

撃
し
た
と
し
て
も
'
そ
れ
を
根
拠
に
尖

閣
諸
島
を
中
国
領
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
｡
台
湾
府
の

認
界
を
雛
龍
山
と
す
る
認
許
は
'
台
湾

が
清
朝
に
附
属
し
て
以
降
も
'
変
わ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

道
光
27
年

(1
8
4
7
年
)
に
台
湾

に
渡

っ
た

丁
紹
儀
は
'
後
年
t
r東
液

略
識
｣
(1
8
7
3
年
)
を
刊
行
L
t

甜

そ
の

｢
堰
域
｣
で
は
台
湾
府
の
北
限
を

J

｢
北
'
淡
水
庁
に
至
り
､
難
龍
山
麓
に

属

(お
よ
)
ぷ
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
こ

に
淡
水
庁
が
登
場
す
る
の
は
'
薙
正
元

辛

(1
7
2
3
年
)
に
'
台
湾
の
北
部

に
淡
水
庁
が
増
設
さ
れ
た
か
ら
で
'
台

湾
府
の
艦
界
は
依
然
と
し
て
難
龍
で
あ

っ
た
｡

丁
紹
儀
の

r東
液
略
識
J
が
刊
行
さ

れ
て
数
年
後
､
外
交
と
国
防
に
強
い
関

心
を
持

っ
た
王
之
春
は

rEgI朝
莱
速

記
J
の
執
筆
を
始
め
'
光
緒
17
年

(1

8
9
1
年
)
に
刊
行
し
た
｡
そ
の

r国

朝
柔
速
記
｣
に
収
録
さ
れ
た

｢
台
湾

図
｣
と

｢台
湾
後
山
図
｣
に
も
'
尖
閣

諸
島
は
描
か
れ
て
い
な
い
｡

措
朝
の
領
土
と
な
っ
た
台
湾
は
､
時

代
と
と
も
に
支
配
地
域
が
拡
張
す
る

が
'
台
湾
府
の
東
城
を
台
湾

1
島
と
す

る
認
識
は
廉
緊
23
年
以
来
'
変
わ
っ
て

い
な
い
｡
光
緒
13
年
(1
8
8
7
年
)'

台
湾
が
台
湾
省
に
昇
格
し
た
際
'
初
代

の
台
湾
巡
撫
と
な
っ
た
劉
銘
伝
は
､
台

湾
省
の
東
城
を

｢南
北
相
距
た
る
こ
と

七
百
余
里
'
東
西
近
き
は
二
百
余
里
'

遠
く
は
或
い
は
三

･
四
百
里
｣
と
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
台
湾
省
の
震
域
は
'
日
清
戦
争

を
挟
ん
で
編
纂
さ
れ
た

r欽
定
大
酒
骨

典
圃
j
(1
8
9
9
年
)
で
も
変
わ
ら

ず
'
そ

の
｢
台
湾
省
全
図
｣
【
写
真

左
】
に
も
尖
閣
諸
島
は
描
か
れ
て
い
な

い
｡
こ
の
事
実
は
､
｢
下
関
条
約
で
は

釣
魚
島
及
び
そ
の
附
属
島
峡
が
台
湾
の

r欽
定
大
計
事
典
FL
J
所
収
r台
兼
省
全
図
｣

附
属
島
峡
と
と
も
に
日
本
に
割

譲
さ
れ

た
｣
と
す
る
中
国
側
の
主
張
に

は
､
何

ら
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡

尖
閣
諸
島
は
'
最
初
か
ら
台

湾
省
の

附
属
島
晩
で
は
な
か
っ
た
の
だ

｡
従
っ

て
'
尖
閤
諸
島
が

｢第
二
次

大
概
後
'

冒

イ
ロ
宣
言
』
に
基
づ
き
'
冒

ツ
ダ

ム
宣
言
J
や

r降
服
文
書
J
に

よ
っ
て

中
国
領
｣
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
｡

｢ブ
ー
メ
ラ

ン
｣
の
よ
う
に
中
国
に

は
ね
返
る
横

暴
な
主
張

さ
て
以
上
､
明
ら
か
に
し

た
こ
と

は
､
尖
閣
諸
島
の
領
有
を
求
め

る
中
国

海
洋
局
の
主
張
が
'
い
か
に

｢歴
史
事

実
と
国
際
法
｣
を
逸
脱
し
､
｢地

域
の

平
和
と
秩
序
を
｣
乱
す
元
凶

と
な
っ
て

い
る
の
か
t
と
い
う
事
実
で

あ
る
｡

そ
の
傘
下
の
海
曹
局
は
偽
り

の

｢歴

史
認
識
｣
を
口
実
に
'
尖
閣
諸

島
周
辺

で
の
領
海
侵
犯
を
正
当
化
L
t
挑
発
行

為
を
続
け
て
い
る
｡
そ
れ
は
井

上
晴
氏

が

｢尖
閣
列
島
｣
で
述
べ
た
次

の
文
章

の
内
'
｢
日
本
帝
国
主
義
｣
の

日
本
を

(
中

国
〉
に
置
き
換
え
て
読
む
と
'
判

然
と

す
る
｡

｢現
在
'
わ
れ
わ
れ
が

(中
国

)
帝
国

主
義
の
釣
魚
諸
島
略
奪
に
反
対

す
る
の

は
'
そ
れ
が
ま
さ
に

〈中
国
)
帝

国
主

義
の
当
面
の
侵
略
の
n
]標
で
あ

り
'
そ

の
達
成
に
よ
っ
て

(中
国
)
帝

国
主
義

が
い
っ
そ
う
侵
略
を
拡

大
す
る
出
発
点

が
つ
-
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
｣

我
々
も
肝
に
銘
じ
て
お
-
こ

と
が
あ

る
｡
先
述
し
た
長
崎
事
件
の
よ

う
に
'

中
国
の
歴
史
で
は
'
中
国
が
近

隣
諸
国

に
対
し
て
挑
発
行
為
を
始
め
た

時
は
'

中
国
が
破
滅
へ
の
道
を
歩
み
始

め
た
時

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
中
国

が

｢大

国
｣
を
任
ず
る
の
で
あ
れ
ば
'

大
国
と

し
て
の
風
格
を
こ
そ
備
え
る

べ
き
で
､

夜
郎
自
大
の
道

は
歩
む
べ
き
で
は
な

ヽ
0
..∨
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