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本号ではエッセイ集『雨過天青』(1994 尚文社ジャパン)を紹介いたします。

82編、どれも、深い学識と人間味溢れる作品です。最高の知を味わって下さい。 （編集委員 橘雄三）

こ
の
数
年
間
に
私
が
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
は
、

集
め
て
み
る
と
意
外
な
ほ
ど
多
い
。
で
き
る
だ

け
仕
事
量
を
減
ら
し
た
つ
も
り
な
の
に
、
こ
れ

で
は
い
け
な
い
と
反
省
す
る
こ
と
し
き
り
で
あ

る
。私

は
自
分
に
つ
い
て
の
記
録
に
関
し
て
は
ず

ぼ
ら
で
、
掲
載
紙
（
誌
）
を
と
っ
て
お
く
と
い

う
習
慣
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
エ
ッ
セ
イ
集
は
、

出
版
社
の
担
当
の
人
が
、
あ
れ
こ
れ
と
集
め
て

下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
と

い
う
便
利
な
機
械
が
登
場
し
て
、
原
稿
は
あ
ち

ら
へ
行
か
ず
に
、
こ
ち
ら
に
残
る
こ
と
に
な
っ

た
。
私
は
そ
の
た
び
に
、
大
型
の
紙
袋
の
な
か

に
、
残
っ
た
原
稿
を
入
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

友
人
の
芦
沢
孝
作
氏
が
、
新
し
く
出
版
業
を

は
じ
め
る
と
い
う
の
で
挨
拶
に
お
み
え
に
な
り
、

「
な
に
か
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
と
お
た
ず
ね
に

な
っ
た
。
私
は
例
の
紙
袋
が
す
こ
し
ふ
く
ら
ん

で
い
る
の
を
思
い
出
し
、
「
一
冊
分
に
は
足
り

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
」
と
、
一
応
、
お
渡

し
し
た
。
あ
と
で
電
話
で
、
「
一
冊
分
は
優
に

あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
連
絡
を
受
け
た
。
私
に

と
っ
て
は
意
外
な
こ
と
だ
っ
た
。

以
上
が
、
本
書
誕
生
の
い
き
さ
つ
で
あ
る
。

リ
ス
ト
を
み
る
と
、
す
べ
て
一
九
九
〇
年
以

後
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、
そ
の
年

の
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
は
、
と
う
ぜ
ん

一
九
八
九
年
に
執
筆
さ
れ
た
は
ず
で
、
こ
れ
は

平
成
元
年
に
あ
た
る
。
元
号
が
あ
ら
た
ま
っ
た

の
は
、
つ
い
こ
の
あ
い
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、

も
う
平
成
も
六
年
に
な
っ
て
い
る
。
ふ
く
ら
ん

だ
紙
袋
の
内
容
が
多
か
っ
た
の
は
、
考
え
て
み

れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
意
外
な
こ
と
で
も
な
か
っ
た

の
だ
。

本
書
に
収
め
た
「
青
磁
色
」
の
な
か
に
、
後

周
世
宗
の
柴
栄
が
、
開
封
府
に
ひ
ら
い
た
新
し

さ
い
え
い

い
窯
で
焼
造
す
る
青
磁
の
理
想
の
色
を
、

雨
過
天
青
雲
破
処

と
述
べ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。

世
宗
は
天
下
の
仏
寺
三
千
三
百
二
十
六
を
廃

し
、
仏
像
や
梵
鐘
な
ど
を
こ
わ
し
、
当
時
不
足

し
て
い
た
銭
を
鋳
造
さ
せ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
経
済
回
復
に
大
き
く
役
立
っ
た

よ
う
だ
。
あ
と
に
つ
づ
く
宋
代
で
経
済
が
大
発

展
し
た
の
は
、
世
宗
が
基
礎
を
築
い
た
か
ら
だ

と
い
う
説
が
あ
る
。

世
宗
が
死
ん
だ
と
き
、
最
年
長
の
皇
子
は
七

歳
だ
っ
た
の
で
、
諸
将
は
軍
の
最
高
首
脳
の
趙

ち
ょ
う

匡
胤
を
擁
立
し
て
皇
帝
と
し
た
。
宋
の
太
祖
で

き
ょ
う
い
ん

あ
る
。
彼
は
宮
殿
の
奥
深
い
所
に
、
遺
訓
を
石

に
刻
み
、
の
ち
の
歴
代
皇
帝
が
即
位
す
る
と
き
、

た
っ
た
一
人
で
そ
れ
を
見
て
胸
に
刻
み
つ
け
る

こ
と
を
セ
レ
モ
ニ
ー
と
す
る
よ
う
に
さ
せ
た
。

宰
相
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
一
一
二
六
年
、
金
が
開
封
を
陥
し
た
と

き
、
は
じ
め
て
石
刻
の
遺
訓
が
一
般
に
知
ら
れ

た
。
そ
れ
は
後
周
世
宗
の
後
裔
を
、
あ
く
ま
で

こ
う
し
ゅ
う

こ
う
え
い

皇
族
と
し
て
遇
す
る
こ
と
、
そ
し
て
士
大
夫
を

言
論
に
よ
っ
て
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
示

し
た
も
の
だ
っ
た
。
宋
代
は
新
・
旧
両
法
の
派

閥
争
い
の
は
げ
し
い
い
時
代
で
あ
っ
た
が
、
蘇そ

東
坡
の
よ
う
に
海
南
島
に
左
遷
さ
れ
る
の
が
最

と

う

ば

も
重
い
罰
で
、
言
論
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
世
宗
柴
栄
の
子
孫
は
、
三
百

年
の
あ
い
だ
、
宋
が
南
遷
し
た
あ
と
も
皇
族
と

し
て
遇
さ
れ
た
。

血
な
ま
ぐ
さ
い
事
件
の
多
い
歴
史
の
な
か
で
、

こ
れ
は
ま
こ
と
に
「
雨
過
天
青
」
的
な
さ
わ
や

か
な
風
を
感
じ
さ
せ
る
。
雨
過
天
青
磁
は
ま
だ

一
点
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
が
、
私
た

ち
は
そ
れ
を
追
い
求
め
た
い
。
そ
ん
な
願
い
を

こ
め
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
タ
イ
ト
ル
を
、

「
雨
過
天
青
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
四
年
八
月

陳
舜
臣

■
補
足
(1)

右
の
表
紙
、
カ
バ
ー
デ
ザ
イ
ン/

陳
幼
芳
と

な
っ
て
い
る
。
陳
舜
臣
さ
ん
の
ご
子
息
立
人
氏

リ
ー
レ
ン

ご
夫
人(

陳
芳
子
様)

の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
す
。

補
足
(2)

あ
と
が
き
の
日
付
が
一
九
九
四
年
八
月
と
な
っ

て
い
る
。
陳
舜
臣
さ
ん
は
八
月
十
日
、
宝
塚
大

劇
場
で
講
演
中
に
脳
内
出
血
で
倒
れ
ら
れ
た
。

こ
の
あ
と
が
き
を
書
か
れ
た
の
は
そ
の
直
前
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？

円熟した陳文学の香気高いエッセイ 『雨過天青』
う か てんせい

本
書
誕
生
の
い
き
さ
つ

尚
文
社
ジ
ャ
パ
ン
版
『
雨
過
天
青
』
「
あ
と

が
き
」
よ
り
転
載

小
見
出
し
及
び
傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆

尚文社ジャパン版表紙

題
名
「
雨
過
天
青
」
の
意
味
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の
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縁
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青
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史
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八
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と
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の
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茶
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〉
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『雨過天青』 目次、及び内容の補足（一） 小見出し及び傍線は編集委員

「
気
の
流
れ
」
で
は
、
導
引
と
い
う
こ
と
ば
が
頻
出
し
ま
す
。

ど
う
い
ん

と
こ
ろ
で
、
導
引
と
は
、
身
体
を
屈
伸
し
た
り
深
呼
吸
し
た
り

し
て
大
気
を
体
内
に
入
れ
る
健
身
法
、
養
生
法
の
こ
と
で
す
。

「
気
の
流
れ
」
の
記
述
で
す
。

一
九
七
一
年
に
発
掘
さ
れ
た
馬
王
堆
漢
墓
は
そ
の
一
号
墓
か

ま

お
う
た
い

ら
「
生
け
る
が
如
き
貴
婦
人
」
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で

世
界
的
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
。
つ
づ
い
て
発
掘
さ
れ
た
三
号

墓
は
、
被
葬
者
が
一
号
墓
の
貴
婦
人
の
息
子
ら
し
い
が
、
そ
こ

か
ら
帛
画
が
四
枚
出
土
し
た
。
そ
の
な
か
に
「
導
引
図
」
が
あ
っ

た
。
文
字
だ
け
で
は
な
く
つ
い
に
図
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

私
（
橘
）
は
一
九
九
三
年
の
年
末
、
中
国
人
の
友
人
の
案
内

で
馬
王
堆
漢
墓
と
湖
南
省
博
物
館
を
見
学
し
た
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
本
通
信
No
49
で
も
触
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
博
物
館

で
３
キ
ロ
を
超
え
る
大
部
な
書
物
、
『
馬
王
堆
漢
墓
文
物
』

（
湖
南
出
版
社
一
九
九
二
年
）
を
買
っ
た
。
三
百
五
十
元
だ
っ

た
が
、
当
時
、
一
元
が
二
十
円
だ
っ
た
の
で
七
千
円
も
し
た
。

そ
れ
よ
り
も
、
重
く
て
日
本
へ
持
ち
帰
る
の
が
大
変
だ
っ
た
。

「
気
の
流
れ
」
を
読
ん
で
、
こ
の
書
物
の
な
か
に
導
引
図
が
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
だ
し
た
。
（
左
の
画
像
）

「
気
の
流
れ
」

「
二
胡
羊
図
」
で
は
、
趙
孟
頫
の
「
二

ち
ょ
う
も
う
ふ

胡
羊
図
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ワ
シ
ン
ト
ン
・
フ
リ
ア
美
術
館
蔵
で
す
。

陳
舜
臣
『
中
国
画
人
伝
』
に
載
っ
て
い

ま
す
。
右
の
画
像
で
す
。

陳
さ
ん
は
、
同
じ
趙
孟
頫
の
「
蘇
李

泣
別
図
」
に
も
言
及
し
ま
す
。
蘇
と
は

漢
の
使
節
と
し
て
匈
奴
に
抑
留
さ
れ
た

蘇
武
の
こ
と
で
、
李
と
は
匈
奴
と
の
戦

そ

ぶ

い
で
捕
虜
と
な
り
、
優
遇
さ
れ
た
李
陵

り
り
ょ
う

の
こ
と
で
す
。

画
像
、
二
匹
の
胡
羊
に
つ
い
て
陳
さ

ん
は
、
世
評
と
ち
が
っ
て
、
右
の
ア
ン

ゴ
ラ
山
羊
が
蘇
武
で
、
左
の
太
っ
た
山

羊
が
李
陵
だ
と
い
い
ま
す
。
詳
し
く
は

本
文
を
お
読
み
下
さ
い
。

「
二
胡
羊
図
」

上
質
の
ウ
ー
ロ
ン
茶
は
、
拳
大
の
小

さ
な
急
須
に
い
れ
て
、
お
猪
口
て
い
ど

ち

ょ

こ

の
湯
の
み
で
飲
む
。
ま
る
で
マ
マ
ゴ
ト

の
か
ん
じ
で
あ
る
。
急
須
も
茶
杯
も
朱

泥
の
や
き
も
の
で
、
と
く
に
宜
興
（
江

ぎ

こ

う

蘇
省
）
の
窯
の
も
の
が
最
上
と
さ
れ
て

い
る
。

冬
至
か
ら
、
九
＊
九
、
八
十
一
日
、

毎
日
、
花
び
ら
一
枚
を
紅
く
塗
っ
て
い

く
と
、
全
部
塗
り
終
わ
る
頃
に
は
春
に

な
る
。 「

茶
事
小
話
〈
五
〉
ウ
ー
ロ
ン
茶
」

宜興窯、朱泥で焼かれた
急須と茶杯

「
春
を
待
つ
」

九
九

サ
モ
ワ
ー
ル
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「
橋
の
話
」
か
ら
引
用
し
ま
す
。

十
七
世
紀
の
版
画
を
み
る
と
、
ロ
ン
ド
ン
橋

は
す
で
に
九
つ
の
ア
ー
チ
を
も
つ
石
造
だ
が
、

橋
の
上
ぜ
ん
た
い
に
、
五
階
建
て
ほ
ど
の
建
物

が
乗
っ
か
り
、
そ
れ
が
ず
ら
り
と
な
ら
ん
で
い

る
。
道
路
は
建
物
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
て
い

る
の
で
、
ア
ー
ケ
ー
ド
の
下
を
歩
く
よ
う
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。

「
ベ
ネ
チ
ア
と
橋
」
か
ら
引
用
し
ま
す
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ベ
ネ
チ
ア
の
橋

は
約
四
百
で
あ
る
と
い
う
。
水
上
バ
ス
や
ゴ
ン

ド
ラ
が
通
れ
る
よ
う
に
、
橋
は
ア
ー
チ
型
に
な
っ

て
お
り
、
自
転
車
ま
で
含
め
て
、
車
は
通
れ
な

い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ベ
ネ
チ
ア
の
代
表
的
な
橋
と
い
え
ば
、
大
き

な
ア
ー
チ
を
も
つ
リ
ア
ル
ト
橋
で
あ
ろ
う
。
木

造
の
跳
ね
上
げ
橋
だ
っ

は

た
の
が
、
十
五
世
紀
に

石
造
に
か
わ
っ
た
の
で

あ
る
。

「
カ
レ
ル
橋
」
か
ら
引
用
し
ま
す
。

チ
ェ
コ
の
首
都
プ
ラ
ハ
の
カ
レ
ル
橋
は
、
い

つ
も
に
ぎ
や
か
で
あ
る
。
プ
ラ
ハ
城
一
帯
を
見

物
し
た
人
た
ち
は
、
ブ
ル
タ
バ
川
に
か
か
っ
た

こ
の
橋
を
渡
っ
て
、
右
岸
の
市
街
区
へ
行
く
の

が
、
標
準
的
な
観
光
コ
ー
ス
で
あ
る
よ
う
だ
。

橋
の
名
称
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
カ
レ
ル
四
世
（
在
位
一
三
四
七-

七
八
）

の
建
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ル
タ
バ
川
に
は
、

い
く
つ
も
の
橋
が
か
か
っ
て
い
る
が
、
カ
レ
ル

橋
が
最
も
古
い
。

な
お
ブ
ル
タ
バ
川
は
、
私
た
ち
に
は
ド
イ
ツ

語
読
み
の
「
モ
ル
ダ
ウ
」
の
ほ
う
が
親
し
み
や

す
い
。
ス
メ
タ
ナ
（
一
八
二
四-

八
四
）
は
チ
ェ

コ
の
作
曲
家
だ
が
、
彼
の
交
響
詩
組
曲
『
わ
が

祖
国
』
第
二
曲
は
、
も
う
私
の
頭
の
な
か
に
は
、

「
モ
ル
ダ
ウ
」
と
し
て
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
て
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

い
ま
こ
の
国
は
、
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
バ
キ
ア
の

分
離
問
題
が
お
こ
っ
て
、
ど
う
も
そ
の
可
能
性

は
濃
い
よ
う
で
あ
る
。

■
「
カ
レ
ル
橋
」
の
初
出
は
『
オ
ー
バ
ル
』

一
九
九
二
年
一
一
、
一
二
月
号
で
、
チ
ェ
コ
と

ス
ロ
バ
キ
ア
の
分
離
は
執
筆
直
後
、
一
九
九
三

年
一
月
の
で
き
ご
と
で
す
。

「
カ
レ
ル
橋
」

「
橋
の
話
」

目

次

（
Ⅲ
、Ⅳ
）

『雨過天青』 目次及び内容の補足（二） 小見出し及び傍線は編集委員

Ⅲ橋
の
話

ベ
ネ
チ
ア
と
橋

カ
サ
サ
ギ
の
橋

カ
レ
ル
橋

首
里
の
こ
と

Ⅳロ
バ
の
値
段

ゼ
ニ
の
恨
み

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を

待
つ
あ
い
だ

車
社
会

ほ
か
の
諸
氏

ヘ
ル
ビ
さ
ん

ヒ
ツ
ジ

女
の
名
前

夫
婦
別
姓

貢
献
度
と
責
任
度

白
菜

義
戦

常
識

袈
裟

紅
白

升
田
さ
ん
の
下
駄

典
礼
問
題

文
字

サ
ラ
デ
ィ
ン

ネ
ー
ミ
ン
グ

カ
ラ
ス

捕
虜
の
運
命

伸
縮

ウ
ン
ゼ
ン

情
報
化
社
会

右はリアルト橋（www.howtravel.

comより）。上は橋からの風景（編

集委員撮影）

陳舜臣さんの文章に一番よく合う画像を使用しま
した。この画像は、ネット上たくさんありますが、オリジ

ナルはどこの所蔵かわかりません

「
ベ
ネ
チ
ア
と
橋
」

カレル橋 ja.wikipedia.org より
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「
二
十
年
に
つ
い
て
」
か
ら
抜
粋

引
用
し
ま
す
。

十
年
ひ
と
昔
、
と
い
う
。…

一
世
三
十
年
、
と
い
う
。…

こ
の
三
十
年
と
十
年
と
の
あ
い

だ
が
二
十
年
で
あ
り
、
英
語
で
は

ス
コ
ア
（S

c
o
r
e

）
と
い
う
こ
と
ば

で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

終
戦
の
年
に
、
私
は
満
二
十
一

歳
で
あ
っ
た
。
二
十
一
年
の
あ
い

だ
に
は
、
物
心
の
つ
か
な
い
時
期

も
含
ま
れ
る
が
、
私
は
い
つ
の
ま

に
か
、
約
二
十
年
を
尺
度
に
し
て
、

歳
月
を
は
か
る
癖
が
つ
い
て
し
ま
っ

た
。沖

縄
の
二
十
年
前
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
復
帰
の
年
で
あ
る
。…

だ
が
、
歳
月
の
尺
度
を
過
去
に

ば
か
り
あ
て
る
の
は
、
い
か
が
な

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
じ
尺
度
は
未
来
に

も
あ
て
る
こ
と
が
で

き
る
。

復
帰
二
十
年
の
沖

縄
の
二
十
年
後
は
ど

う
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
ふ
り
か
え
る

ば
か
り
で
は
な
く
、

前
向
き
に
そ
ん
な
こ

と
を
想
像
し
た
い
。

■
「
二
十
年
に
つ
い
て
」
を
含
め
、

第
Ⅴ
章
の
十
一
編
は
、
復
帰
二
十

年
の
一
九
九
二
年
六
月
二
一
日
～

九
三
年
六
月
二
〇
日
、
「
沖
縄
タ

イ
ム
ス
」
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で

す
が
、
同
時
期
、
『
琉
球
の
風
』

が
、
「
小
説
現
代
」
の
九
二
年
二

月
号
～
八
月
号
に
連
載
さ
れ
、
翌

年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
と
し
て

放
映
さ
れ
ま
し
た
。
復
原
な
っ
た

ば
か
り
の
首
里
城
も
主
要
な
舞
台

と
な
り
、
進
貢
船
（
上
枠
内
画
像
）

も
ロ
ケ
に
使
わ
れ
、
沖
縄
県
民
を

元
気
づ
け
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
首
里
城
は
二
〇
一
九

年
十
月
三
一
日
、
火
災
に
よ
り
焼

失
し
ま
し
た
。
陳
舜
臣
さ
ん
、
没

後
、
ほ
ぼ
五
年
の
出
来
事
で
す
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
で
一
つ

発
見
を
し
た
。
陳
舜
臣
さ
ん
の
数

多
い
中
国
旅
行
の
行
程
に
、
清
東

陵
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

集
英
社
『
陳
舜
臣
中
国
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
30
』
「
年
譜
」
に
も
、
同
じ

く
集
英
社
発
行
『Who

is

陳
舜
臣
』

「
第
八
章

世
界

旅
の
記
録
」
に

も
、
一
九
八
〇
年
七
月
の
項
に
清

東
陵
行
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
九
八
〇
年
、…

。
七
月
に
朝

日
の
洋
上
大
学
講
師
と
し
て
博
多

か
ら
天
津
へ
行
き
、
清
の
東
陵
な

ど
を
参
観
し
た
。

私
（
橘
）
も
、
二
〇
〇
九
年
、

天
津
に
遊
ん
だ
と
き
、
清
東
陵
ま

で
足
を
伸
ば
し
ま
し
た
。
こ
の
時

の
様
子
は
私
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
中
国
の
友
人
た
ち
」
に
詳
し
い
。

『雨過天青』 目次及び内容の補足（三） 小見出し及び傍線は編集委員

目

次
（
Ⅴ
～
Ⅶ
）

Ⅴ二
十
年
に
つ
い
て

視
座
を
変
え
て

船
の
目

琉
球
館
客
商
信
局

紫
禁
城
の
甲
冑

ゴ
ー
ヤ
雑
記

奇
説
珍
説

泡
盛
屋
さ
ん

新
ミ
ッ
レ
ト

清
明

ブ
ハ
ラ
の
お
と
お
り

Ⅵ械
闘

自
作
再
見

落
慶
談
義

私
の
無
名
時
代

三
十
年
の
こ
と

再
会
の
旅

も
う
ひ
と
つ
の
あ
と
が
き

『
中
国
の
歴
史
』
を

書
き
は
じ
め
た
頃

人
間
を
み
つ
め
て

書
庫
雑
談

教
え
子
の
還
暦

漢
方
雑
談

吉
川
三
国
志
と
私

書
か
れ
ざ
る
歴
史

自
分
の
顔
を
知
る

Ⅶト
プ
カ
プ
宮
殿
至
宝
展
を
み
て

カ
ッ
パ
ド
キ
ア
を
歩
く

勲
章
の
こ
と

清
代
の
工
芸

死
後
に
つ
い
て
の
指
示

ク
ス
リ

慈
悲
へ
の
あ
こ
が
れ

「
船
の
目
」
か
ら
引
用
し
ま
す
。

琉
球
進
貢
船
が
福
建
で
復
原

し
ん
こ
う
せ
ん

さ
れ
、
無
事
に
進
水
式
を
終
え

た
こ
と
を
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ス
タ
ッ

フ
の
人
た
ち
に
き
い
た
。
船
首

に
大
き
く
目
が
え
が
か
れ
る
が
、

高
良
倉
吉
氏
に
よ
れ
ば
、
ワ
シ

た

か
ら
く
ら
よ
し

や
ハ
ヤ
ブ
サ
の
目
と
し
て
強
調

さ
れ
て
い
る
。

n
a
tu
re
clu
b
.ti-d

a
.n
e
t

よ
り

「
船
の
目
」

「
二
十
年
に
つ
い
て
」

画
像
はw

w
w
.okin

a
w
a
tra
ve
le
r.n
e
t

よ
り

画
像
はw

w
w
.sa
n
ke
i.com

よ
り

「
も
う
ひ
と
つ
の
あ
と
が
き

『
中
国
の
歴
史
』
を
書
き

は
じ
め
た
頃
」

清東陵、景陵（康熙帝の陵墓）
編集委員撮影


