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序

　

本
稿
は
、
清
人
潘
耒
の
「
徐
霞
客
遊
記
序
」
の
訳
注
を
行
う
（
第

一
部
潘
耒
「
徐
霞
客
遊
記
序
」
訳
注
篇
）
と
と
も
に
、
潘
耒
及
び
清

人
李
慈
銘
の
徐
霞
客
評
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
第
二
部
論
考
篇
）
も

の
で
あ
る
。

第
一
部　

潘
耒
「
徐
霞
客
遊
記
序
」
訳
注
篇

＊
訳
注
説
明

一
．
底
本
は
、
潘
耒
「
遂
初
堂
文
集
」（
巻
七
）
所
収
の
も
の
と
し

た
（
ウ
ェ
ブ
「
中
國
哲
學
書
電
子
化
計
劃
」
で
公
開
の
写
真
版
）。

紙
幅
の
関
係
で
原
文
の
掲
載
は
省
略
し
た
。

二
．
訳
は
口
語
訳
と
し
た
。

三
．
内
容
か
ら
七
つ
の
節
に
分
け
、
小
見
出
し
を
附
し
た
が
、
こ
れ

ら
は
訳
者
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

四
．
語
注
を
付
し
た
が
、
本
論
の
注
と
区
別
す
る
た
め
に
、
訳
注
の

語
注
に
つ
い
て
は
【　

】
で
番
号
を
示
し
た
。

＊
訳
注

［
第
一
節
］「
遊
」
に
つ
い
て

　

文
人
や
達
士
に
は
、
好
ん
で
「
遊
」
を
語
る
者
が
多
い
。
し
か
し

「
遊
」
は
軽
々
し
く
語
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

俗
世
間
か
ら
離
れ
た
心
情
の
持
ち
主
で
な
い
と
、
山
水
を
心
か
ら

楽
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
景
勝
の
地
を
渡
り
歩
く
頑
強
な
肢
体
の

持
ち
主
で
な
い
と
、
奥
深
い
山
々
を
探
索
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

十
分
に
自
由
な
時
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
逍
遙
を
自
ら
の

性
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

近
場
の
「
遊
」
で
は
、「
広
い
見
聞
」
が
得
ら
れ
ず
、
短
時
間
の

浅
い
「
遊
」
で
は
、「
奇
勝
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
簡
便
な

梁
啓
超
が
見
い
だ
し
た
潘
耒
「
徐
霞
客
遊
記
序
」
と
李
慈
銘
「
越
縵
堂

読
書
記
」
に
つ
い
て　

―
清
人
の
徐
霞
客
評　

そ
の
一
―

薄　

井　

俊　

二　
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「
遊
」
で
は
、
の
び
の
び
と
し
た
心
情
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大

勢
で
ざ
わ
ざ
わ
と
し
た
「
遊
」
は
、
長
時
間
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

　

我
が
身
を
俗
世
間
の
外
に
置
き
、
あ
ら
ゆ
る
仕
事
も
義
務
も
捨
て

去
っ
て
、
一
人
意
の
ま
ま
に
行
く
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
「
遊
」

と
言
っ
た
と
し
て
も
、
真
の
「
遊
」
と
は
言
え
な
い
。

［
第
二
節
］
先
人
と
私
の
「
遊
」

　

私
は
、
昔
の
先
人
た
ち
が
記
し
た
遊
記
を
読
み
、
私
自
身
が
実
見

し
体
験
し
た
こ
と
に
照
ら
し
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
記
事
は
、

鍋
の
中
の
一
切
れ
の
肉
を
食
べ
て
料
理
全
体
を
味
わ
っ
た
よ
う
に

思
っ
た
り【
１
】、

書
籍
の
一
節
を
読
ん
だ
だ
け
で
全
部
を
理
解
し
た
よ
う

に
思
う【
２
】よ

う
に
、
一
部
を
体
験
し
た
だ
け
で
全
部
を
理
解
し
て
い
る

つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
家
の
門
口
を
う
ろ
つ

い
て
い
て
、
部
屋
の
奥
深
く
ま
で
至
っ
た
も
の
は
少
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
私
自
身
の
「
遊
」
は
、
必
ず
高
い
所
は
極
め
尽
く

し
、
深
い
所
も
窮
め
尽
く
す
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洞
庭
山
の
林
屋

洞【
３
】で

は
、
最
奥
部
の
隔
凡
洞【
４
】へ

至
っ
た
し
、
雁
蕩
山【
５
】で

は
、
西
外
谷

の
最
高
部
で
あ
る
雁
湖【
６
】を

目
に
す
る
ま
で
登
り
続
け
た
。
労
山【
７
】で

は
、

高
所
に
あ
る
華
楼【
８
】の

山
頂
ま
で
登
っ
た
し
、
羅
浮
山【
９
】で

は
、
最
高
峰

の
飛
雲
峯
】
【1
【

の
頂
上
で
宿
泊
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
で
は
究
極
を

窮
め
た
と
思
っ
て
い
た
。

［
第
三
節
］
徐
霞
客
の
「
遊
」

　

と
こ
ろ
が
、
徐
霞
客
の
遊
記
を
読
ん
で
か
ら
は
】
【【
【

、
自
分
の
傲
慢
さ

を
羞
じ
、
へ
り
く
だ
っ
て
陳
謝
す
る
思
い
に
な
っ
た
。

　

徐
霞
客
の
「
遊
」
は
、
中
国
中
央
部
に
お
け
る
も
の
は
、
他
の
人

よ
り
も
そ
れ
ほ
ど
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
め
ず
ら
し
く

素
晴
ら
し
い
も
の
は
、
福
建
・
広
西
・
湖
南
・
四
川
・
雲
南
・
貴
州

に
お
け
る
も
の
で
、
南
方
の
蕃
族
が
住
む
辺
境
の
地
を
、
い
く
ど
も

往
還
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
上
が
整
備
し
た
道
を
は
ず
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
と
し
て
も
、
名
勝
が
あ
る
と
聞
け
ば
、
そ
の
都
度
、
遠
回

り
を
し
て
で
も
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
で
も
構
わ
ず
に
、
そ
の
地
を

探
し
求
め
た
。

　

そ
の
方
法
は
、
ま
ず
山
脈
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
去
来
し
て
い
る
か
、

水
脈
が
ど
の
よ
う
に
分
岐
・
合
流
し
て
い
る
か
を
観
察
す
る
。
そ
う

し
て
地
勢
の
あ
ら
ま
し
を
把
握
し
た
上
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
丘
や

谷
に
つ
い
て
、
そ
の
細
か
い
支
節
ま
で
調
べ
求
め
る
と
い
う
も
の
だ
。

　

道
な
き
山
を
登
り
、
生
い
茂
っ
た
藪
や
密
生
す
る
竹
林
】
【1
【

で
あ
っ
て

も
、
必
ず
押
し
破
っ
て
登
っ
た
。
渡
し
場
の
な
い
川
で
も
、
大
波
の

急
流
や
凶
暴
な
早
瀬
を
も
の
と
も
せ
ず
、
必
ず
渡
り
通
し
た
。
危
険

な
峯
で
も
、
躍
り
上
が
っ
て
そ
の
頂
に
至
っ
た
。
奥
深
い
洞
穴
で
も
、

猿
の
よ
う
に
ぶ
ら
さ
が
り
、
蛇
の
よ
う
に
身
を
く
ね
ら
せ
て
匍
匐
前

進
し
、
脇
の
小
さ
な
穴
ま
で
窮
め
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
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道
が
行
き
止
ま
り
で
も
憂
慮
せ
ず
、
道
筋
が
間
違
っ
て
い
て
も
後

悔
し
な
い
。
暗
く
な
れ
ば
野
宿
も
い
と
わ
ず
、
空
腹
に
な
れ
ば
草
木

の
実
で
も
食
し
た
。
風
雨
に
歩
み
を
止
め
る
こ
と
も
な
く
、
虎
狼
が

出
た
と
聞
い
て
も
恐
れ
る
こ
と
な
く
進
み
続
け
た
。
行
程
の
期
限
を

設
け
ず
自
由
に
進
み
、
旅
の
道
連
れ
も
求
め
ず
単
独
で
旅
を
し
た
。

生
ま
れ
た
ま
ま
の
心
で
「
遊
」
し
、
命
を
か
け
て
「
遊
」
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
「
遊
」
を
な
し
た
も
の
は
、
古
今
、
徐
霞
客
た
だ
一

人
で
あ
る
。

［
第
四
節
］
銭
伝
の
誤
り
と
徐
霞
客
の
西
南
遊

　

以
前
、
銭
謙
益
】
【1
【

は
徐
霞
客
の
ひ
と
と
な
り
を
「
奇
」
と
し
、
彼
の

伝
記
（
以
下
「
銭
伝
」）
を
書
き
、
そ
の
一
生
の
概
略
を
明
ら
か
に

し
た
。
し
か
し
、
銭
は
「
遊
記
」
を
読
ん
で
い
な
い
よ
う
で
、「
銭

伝
」
の
記
事
で
事
実
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私
が
「
徐
霞
客
遊

記
」
を
入
手
し
て
読
ん
だ
と
こ
ろ
】
【1
【

、「
銭
伝
」
に
い
う
「
玉
門
関
を

出
た
こ
と
」「
崑
崙
山
に
至
っ
た
こ
と
」「
星
宿
海
を
窮
め
た
こ
と
」】
【1
【

等
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
徐
霞
客
の
足
跡
は
、
雲
南
の
鶏
足
山

に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

徐
霞
客
が
、
広
西
貴
州
雲
南
の
土
司
や
蕃
族
の
間
を
出
入
し
た
こ

と
、
瀾
滄
江
】
【1
【

と
金
沙
江
】
【1
【

沿
い
に
遡
行
し
た
り
、
南
北
両
盤
江
】
【1
【

の
江

源
を
窮
め
た
こ
と
は
、
中
国
中
央
部
の
人
と
し
て
、
初
め
て
な
し
た

偉
業
で
あ
る
。
彼
の
「
遊
記
」
を
読
む
と
、
中
国
西
南
地
域
が
広
い

こ
と
、
山
川
の
「
奇
」
が
中
国
中
央
部
よ
り
も
遙
か
に
多
い
こ
と
が

よ
く
分
か
る
。

［
第
五
節
］「
遊
記
」

　
「
遊
記
」
の
文
章
は
、
日
を
追
っ
て
順
序
立
て
て
記
述
さ
れ
て
い

る
。
情
景
を
あ
り
の
ま
ま
に
叙
述
し
て
お
り
、
文
学
的
な
雕
琢
は
全

く
加
え
ら
れ
て
な
い
。
そ
れ
で
い
て
天
然
の
韻
趣
が
流
れ
る
よ
う
で
、

驚
嘆
す
べ
き
自
然
界
の
事
物
や
、
山
川
の
筋
道
が
、
目
の
前
に
並
べ

ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
あ
り
あ
り
と
分
か
る
。
土
地
の
風
俗
や
人

情
、
関
門
と
橋
梁
や
険
峻
の
地
に
設
け
ら
れ
た
寨
な
ど
、
ど
れ
も

は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
従
来
の
山
岳
志
や
地
誌
の

た
ぐ
い
の
誤
り
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
修
正
し
て
い
る
。

　

珍
し
い
事
績
や
普
通
と
は
違
う
話
な
ど
、
次
か
ら
次
へ
と
記
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
人
が
知
ら
な
い
こ
と
を
い
い
こ
と
に
欺
く
よ
う

な
、
怪
し
く
正
し
く
な
い
事
柄
や
度
を
超
え
た
誇
大
な
話
は
決
し
て

な
い
の
で
あ
る
。

　

私
は
、
徐
霞
客
の
「
遊
」
に
お
い
て
は
、
広
大
な
エ
リ
ア
を
遊
行

し
た
こ
と
に
感
服
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
詳
し
く
細
か
く
遊
行
し
た

こ
と
に
感
服
し
て
い
る
。
ま
た
彼
の
「
遊
記
」
に
お
い
て
は
、
幅
広

い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
真
実
を
追

究
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。

　

銭
謙
益
が
「
古
今
の
遊
記
の
第
一
」
と
評
価
す
る
】
【1
【

の
も
、
誠
に
そ
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の
通
り
で
あ
る
。

［
第
六
節
］
徐
霞
客
の
「
遊
」
の
目
的

　

あ
る
人
が
言
う
】
11
【

「
張
騫
】
1【
【

と
甘
英
】
11
【

が
西
域
を
歴
訪
し
た
の
は
、
属
国

で
あ
る
都
市
国
家
と
通
じ
る
た
め
で
あ
る
。
玄
奘
】
11
【

が
天
竺
に
遊
行
し

た
の
は
、
仏
典
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
都
実
】
11
【

が
チ
ベ
ッ
ト
西
部
の

辺
境
の
地
】
11
【

に
至
っ
た
の
は
、
河
源
を
窮
め
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
徐
霞
客
は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
遊
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
】
11
【

」

と
。

　

私
が
考
え
る
に
、
徐
霞
客
は
何
か
の
た
め
に
遊
行
し
た
の
で
は
な

く
、
遊
行
す
る
た
め
に
遊
行
し
た
の
で
あ
る
】
11
【

。
だ
か
ら
志
を
遊
行
に

専
念
で
き
た
の
で
あ
る
。
志
を
遊
行
に
専
念
で
き
た
の
で
、
行
動
を

自
分
ひ
と
り
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
行
動
を
自
分
ひ

と
り
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
行
き
来
は
自
由
で
あ
り
、
自

分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

［
第
七
節
］
唯
一
の
、
畸
人
徐
霞
客
、
奇
書
遊
記

　

造
物
者
は
、
か
つ
て
は
、
山
川
の
霊
異
を
久
し
く
秘
密
に
し
て

人
々
に
広
ま
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
人
を
遣
わ

し
て
、
山
川
の
霊
異
を
掲
げ
明
ら
か
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

要
す
る
に
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
徐
霞
客
と
い
う
畸
人
の
登
場

は
必
然
だ
っ
た
の
で
あ
り
、「
徐
霞
客
遊
記
」
と
い
う
異
書
が
書
か

れ
る
の
も
必
然
だ
っ
た
の
だ
。

　

誠
に
残
念
な
こ
と
は
、
私
自
身
は
既
に
年
老
い
て
衰
え
て
し
ま
い
、

裾
を
か
ら
げ
て
袂
を
奮
っ
て
立
ち
上
が
り
、
再
び
旅
に
出
て
、
徐
霞

客
の
残
し
た
素
晴
ら
し
い
足
跡
を
再
踏
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
だ
。
そ
の
た
め
、「
奇
」
な
る
「
遊
」
の
名
を
、
徐
霞
客
だ
け
が

永
遠
に
冠
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　　

序
注

【
１
】
原
文
「
嘗
一
臠
」　

臠
は
魚
肉
の
切
り
身
。「
淮
南
子
・
説
山
」
に

「
嘗
一
臠
肉
、
知
一
鑊
（
鍋
の
意
）
味
」
と
あ
る
。「
淮
南
子
」
の
原

意
は
「
一
を
知
っ
て
十
を
知
る
」
と
い
う
プ
ラ
ス
の
意
味
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
、「
一
部
し
か
知
ら
な
い
の
に
全
体
を
分
か
っ
た
気
に
な
っ

て
い
る
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
に
解
し
た
。

【
２
】
原
文
「
披
一
節
」　

披
に
書
物
を
ひ
も
と
く
の
意
が
あ
る
た
め
、

こ
う
解
し
た
。

【
３
】
林
屋　

江
蘇
省
太
湖
に
浮
か
ぶ
西
洞
庭
山
に
あ
る
洞
穴
。
唐
杜
光

庭
「
洞
天
福
地
岳
瀆
名
山
記
」
十
大
洞
天
に
「
第
九
、
林
屋
洞
左
神

幽
虚
天
」
と
あ
る
。

【
４
】
隔
凡　

林
屋
洞
最
奥
部
に
あ
る
支
洞
。
清
金
友
理
「
太
湖
備
考
」

巻
六
古
跡
に
「
林
屋
洞
、
在
西
山
。
明
蔡
昇
「
震
沢
編
」
…
洞
中
…

有
石
門
、
名
隔
凡
」
と
あ
る
。
林
屋
隔
凡
に
関
す
る
潘
耒
の
詩
は
、

彼
の
詩
集
で
あ
る
「
遂
初
堂
詩
集
」（
以
下
「
詩
集
」）
巻
二
に
「
林

屋
」
が
あ
り
、「
石
門
古
篆
題
隔
凡
、
水
底
風
湍
頭
上
走
」
の
句
が
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あ
る
。「
詩
集
」
は
、
詩
作
年
ご
と
に
編
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
年
に

訪
れ
た
地
方
の
名
を
篇
名
に
冠
す
る
。
例
え
ば
、
巻
十
一
は
一
六
九

七
年
の
作
品
を
収
録
す
る
が
、
そ
の
年
に
訪
ね
た
黄
山
廬
山
に
ち
な

み
「
黄
廬
遊
草
」
の
名
を
冠
す
る
。
こ
こ
か
ら
そ
の
詩
が
収
録
さ
れ

て
い
る
篇
に
よ
り
、
潘
が
そ
の
場
所
を
訪
れ
、
詩
を
作
成
し
た
年
代

が
推
測
さ
れ
る
。「
林
屋
」
は
、
一
六
七
二
年
か
ら
七
八
年
の
作
を

収
め
る
巻
二
「
少
遊
草
下
」
に
あ
り
、
潘
は
こ
の
期
間
に
林
屋
洞
を

訪
ね
た
と
推
測
さ
れ
る
。
潘
耒
の
文
と
し
て
は
、
彼
の
文
集
で
あ
る

「
遂
初
堂
文
集
」（
以
下
「
文
集
」）
巻
十
四
に
「
遊
西
洞
庭
山
記
」

が
あ
り
、「
洞
門
右
高
処
、
有
隔
凡
字
。
相
伝
為
徐
武
功
書
」「
隔
凡

深
処
、
人
所
不
能
遊
、
…
而
余
皆
縦
遊
之
」
と
あ
る
。

【
５
】
雁
蕩　

浙
江
省
温
州
市
に
あ
る
丹
霞
地
貌
の
山
。

【
６
】
雁
湖　

雁
蕩
山
の
西
外
谷
、
雁
湖
岡
の
上
に
あ
る
湖
。
海
抜
九
九

○
㍍
に
あ
る
。
清
曽
唯
輯
「
広
雁
蕩
山
志
」
巻
二
山
水
西
外
谷
湖
に

引
く
清
施
元
孚
「
雁
蕩
志
」
に
、「
本
名
雁
蕩
、
在
西
外
谷
絶
頂
、

其
体
円
、
縦
横
各
三
里
、
周
遭
高
起
如
堤
」
と
あ
る
。
雁
蕩
雁
湖
に

関
す
る
潘
耒
の
詩
は
、「
詩
集
」
巻
九
「
台
蕩
遊
草
」（
一
六
九
一
年

の
作
）
に
「
雁
山
百
詠
」
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
雁
湖
」
十
首
、

「
自
性
沙
彌
導
游
鴈
湖
酬
之
」
二
絶
が
あ
る
。
文
は
、「
文
集
」
巻
十

三
に
「
遊
雁
蕩
山
志
」
が
あ
る
。
僧
侶
自
性
の
導
き
で
、
険
し
い
岩

を
登
り
、
雁
湖
に
達
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

【
７
】
労
山　

山
東
省
即
墨
県
東
南
の
海
浜
に
あ
る
仙
山
。

【
８
】
華
楼　

労
山
山
頂
に
あ
る
岩
。
明
黄
宗
昌
「
嶗
山
志
」
巻
三
名
勝

に
「
華
楼
…
畢
登
、
有
石
似
楼
、
是
以
名
之
。
…
碑
書
海
上
名
山
第

一
、
信
不
誣
」
と
あ
る
。
労
山
に
関
す
る
潘
耒
の
詩
文
は
「
詩
文

集
」
に
見
え
な
い
が
、
青
州
（
山
東
）
に
関
わ
る
詩
が
、
巻
八
「
海

岱
遊
草
」（
一
六
八
九
年
の
作
）
に
数
編
存
す
る
。

【
９
】
羅
浮　

広
東
省
増
城
県
東
部
の
道
教
の
山
。
東
晋
の
葛
洪
が
仙
術

を
得
た
所
と
伝
え
る
。

【
10
】
飛
雲　

羅
浮
山
最
高
峰
。
清
宋
広
業
「
羅
浮
山
志
会
編
」
巻
首

「
羅
浮
山
図
賛
」
飛
雲
峯
説
に
「
在
羅
山
絶
頂
、
其
峯
矗
天
、
晴
霽

常
有
雲
気
」、
巻
三
地
理
志
名
勝
三
壇
観
に
「
飛
雲
頂
有
神
仙
聚
会

壇
」
と
あ
る
。
羅
浮
山
飛
雲
峯
に
関
す
る
潘
耒
の
詩
は
、「
詩
集
」

巻
十
三
「
楚
粤
遊
草
下
」（
一
六
九
九
年
夏
〜
一
七
○
○
年
の
作
）

に
「
望
羅
浮
作
」
が
あ
る
。
文
は
「
文
集
」
巻
十
三
に
「
遊
羅
浮
山

記
」
が
あ
る
。
危
険
だ
と
し
て
登
山
の
中
止
を
勧
告
さ
れ
る
が
、

「
遊
羅
浮
而
不
登
飛
雲
、
猶
不
遊
也
」
と
し
て
登
山
を
決
行
。
最
高

処
に
至
り
、
四
方
を
限
り
な
く
見
渡
せ
た
と
述
べ
て
い
る
。

【
11
】
潘
耒
が
「
徐
霞
客
遊
記
」
を
読
ん
だ
時
期
や
こ
の
序
を
撰
し
た
時

期
は
不
明
だ
が
、
羅
浮
山
遊
行
の
一
七
○
○
年
（
五
五
歳
）
か
ら
、

没
年
の
一
七
○
八
年
（
六
三
歳
）
の
間
と
推
測
さ
れ
る
。

【
12
】
原
文
「
箐
」　

滇
黔
一
帯
で
は
、
山
間
の
大
竹
林
の
意
。

【
13
】
原
文
「
錢
牧
齋
」　

諱
は
謙
益
、
牧
齋
は
号
。
一
五
八
二
〜
一
六

六
四
年
。
明
末
、
礼
部
尚
書
に
至
っ
た
が
、
清
の
江
南
平
定
に
及
び

清
に
仕
え
た
。
徐
霞
客
と
は
交
友
関
係
が
あ
っ
た
。

【
14
】「
徐
霞
客
遊
記
」
の
刊
行
は
、
乾
隆
本
が
最
初
で
あ
り
、
潘
が
読

ん
だ
の
は
、
そ
れ
以
前
に
存
し
た
抄
本
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

【
15
】「
銭
伝
」
に
「
由
雞
足
而
西
、
出
石
門
関
数
千
里
、
至
崑
崙
山
、
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窮
星
宿
海
」
と
あ
る
。「
銭
伝
」
は
陳
函
輝
の
墓
誌
銘
を
素
材
と
し

て
い
る
が
、
陳
墓
誌
銘
も
同
文
。「
潘
序
」
は
「
石
門
関
」
を
「
玉

門
関
」
と
誤
っ
て
い
る
。

【
16
】
瀾
滄
江　

メ
コ
ン
川
上
流
の
中
国
で
の
称
。
次
の
金
沙
江
と
あ
わ

せ
て
、
徐
霞
客
は
川
筋
を
た
ど
り
考
察
を
加
え
て
い
る
。

【
17
】
金
沙
江　

長
江
の
上
流
の
雲
南
で
の
称
。

【
18
】
南
北
盤
江　

広
西
壮
族
自
治
区
の
川
。
二
筋
の
盤
江
が
あ
り
、
そ

れ
ら
の
違
い
と
流
れ
に
つ
い
て
、
徐
霞
客
は
遊
記
の
中
で
追
跡
す
る

と
と
も
に
、「
盤
江
考
」
一
編
で
考
察
し
て
い
る
。

【
19
】「
銭
伝
」
に
「
当
為
古
今
遊
記
之
最
」
と
あ
る
。

【
20
】
原
文
「
或
言
」。「
あ
る
ひ
と
」
は
不
詳
。
あ
る
い
は
潘
耒
が
自
ら

問
い
を
立
て
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
21
】
張
騫　

前
漢
の
人
。
武
帝
の
命
で
中
央
ア
ジ
ア
の
大
月
氏
へ
使
い

し
、
途
中
で
匈
奴
に
捕
ら
え
ら
れ
る
な
ど
し
た
が
、
十
三
年
後
に
帰

還
し
、
西
域
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
を
も
た
ら
し
た
。

【
22
】
甘
英　

後
漢
の
人
。
西
域
都
護
班
超
の
部
将
。
超
の
命
を
受
け
、

シ
リ
ア
に
至
り
、
西
ア
ジ
ア
に
関
す
る
情
報
を
も
た
ら
し
た
。

【
23
】
玄
奘　

唐
の
僧
侶
。
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
イ
ン
ド
に
入
り
、
大
量

の
仏
典
を
得
て
中
国
へ
帰
還
し
た
。

【
24
】
都
実　

元
の
人
。
フ
ビ
ラ
イ
の
命
を
受
け
、
一
二
八
○
年
に
河
源

の
探
索
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
を
、
潘
昂
霄
が
「
河
源
志
」
に
ま
と

め
、
そ
の
一
部
が
「
元
史
・
地
理
志
」
に
「
河
源
附
録
」
と
し
て
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
河
源
在
土
蕃
朶
甘
思
西
鄙
（
チ
ベ
ッ

ト
の
朶
甘
思
元
帥
府
の
西
鄙
）」
と
あ
る
。

【
25
】
原
文
「
吐
蕃
西
鄙
」　

吐
蕃
は
、
七
〜
九
世
紀
に
、
チ
ベ
ッ
ト
地

域
を
支
配
し
た
王
朝
名
。
の
ち
チ
ベ
ッ
ト
地
域
に
対
す
る
中
国
人
の

呼
称
と
な
っ
た
。

【
26
】
原
文
「
果
何
所
為
」　

前
文
で
、
張
騫
ら
の
遊
行
に
目
的
が
あ
っ

た
こ
と
を
述
べ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
の
「
所
為
」
も
、
具
体
的
な

「
遊
行
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

【
27
】
原
文
「
夫
惟
無
所
為
而
為
」　
「
夫
れ
惟
だ
為
す
所
無
く
し
て
為

す
」
と
訓
読
し
た
。
遊
行
の
目
的
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

「
無
所
為
」
は
「
遊
行
が
無
い
」
で
は
な
く
、「
目
的
が
無
い
遊
行
」

と
解
し
、「
遊
行
そ
れ
自
身
が
目
的
だ
」
と
意
訳
し
た
。
末
尾
の

「
為
」
を
「
遊
行
す
る
」
と
解
し
た
。

第
二
部　

論
考
篇

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　

梁
啓
超
（
一
八
七
三
〜
一
九
二
九
）
は
、
伝
統
中
国
の
学
術
や
文

化
を
科
学
的
研
究
方
法
で
捉
え
た
と
い
う
点
で
、
先
駆
的
存
在
で
あ

る
が
、
徐
霞
客
の
「
遊
記
」（
以
下
「
霞
客
遊
記
」）
に
注
目
し
た
と

い
う
点
で
も
近
代
最
初
の
人
で
あ
る
。

　
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』（
一
九
二
六（
１
））

は
、『
清
代
学
術
概

論
』（
一
九
二
一
）
と
同
じ
く
清
代
の
学
術
を
対
象
と
す
る
が
、
明

末
二
三
十
年
と
連
続
す
る
清
代
学
術
史
を
構
想
す
る
。
冒
頭
の
「
反
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動
と
先
駆
」
で
、
明
代
末
期
に
陽
明
学
末
流
の
弊
害
へ
の
「
反
動
」

が
起
こ
り
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
思
潮
に
つ
な
が
る
「
先
駆
」
が
生
ま

れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
反
動
の
一
つ
と
し
て
「
自
然
界
探

索
の
反
動
」
を
あ
げ
、「
明
末
に
二
人
の
怪
人
が
現
れ
て
怪
書
二
部

を
残
し
た（
２
）」

と
し
、
宋
応
星
と
そ
の
著
「
天
工
開
物
」
と
並
べ
て
徐

霞
客
と
「
霞
客
遊
記
」
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に
「
清
代
学
者
旧
学
整
理

の
総
成
績
（
三
）」「
地
理
学
」
で
も
、「
科
学
精
神
を
以
て
地
理
を

研
究
し
、
す
べ
て
実
測
を
基
礎
と
し
て
い
る（
２
）」

と
し
て
、
徐
霞
客
を

そ
の
科
学
性
・
先
駆
性
の
点
か
ら
高
く
評
価
す
る
。

　

梁
は
こ
の
他
に
、
潘
耒
の
「
徐
霞
客
遊
記
序
」（
以
下
「
潘
序
」）

を
見
い
だ
し
、
紹
介
し
た
と
い
う
点
で
も
、
徐
霞
客
研
究
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

第
二
部
で
は
、「
潘
序
」
を
通
し
て
潘
の
徐
霞
客
評
に
つ
い
て
考

察
す
る
が（
３
）、

あ
わ
せ
て
清
末
の
李
慈
銘
の
徐
霞
客
評
に
つ
い
て
も
触

れ
る
。

二　
「
潘
序
」
の
顕
彰
―
梁
啓
超
と
丁
文
江
―

　

ま
ず
梁
が
「
潘
序
」
を
紹
介
し
た
経
緯
を
確
認
し
て
お
く
。

　
「
霞
客
遊
記
」
は
、
徐
霞
客
没
（
一
六
四
一
）
の
の
ち
、
長
く
抄

本
と
し
て
の
み
伝
え
ら
れ
、
初
め
て
刊
に
付
せ
ら
れ
た
の
は
乾
隆
四

一
年
（
一
七
七
六
）
で
あ
っ
た
（
乾
隆
本（
４
））。

そ
の
後
幾
度
か
刊
行

さ
れ
た
が
、
乾
隆
本
の
翻
刻
の
域
を
出
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

　

民
国
に
入
る
と
、
一
九
二
四
年
に
、
沈
松
泉（
５
）が

、
自
ら
点
校
を
施

し
た
初
の
活
字
刊
本
を
刊
行
し
た
（
沈
松
泉
本（
６
））。

こ
れ
は
、
学
術

的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。

　

沈
に
序
を
乞
わ
れ
た
梁
は
「
梁
任
公
先
生
代
序
」（
以
下
「
代

序
」）
を
記
し
、「
序
に
代
え
て
自
分
が
見
い
だ
し
た
潘
耒
の
旧
序
を

示
し
て
責
を
塞
ぎ
た
い
」
と
し
、「
潘
序
」
の
全
文
を
掲
載
す
る
。

そ
し
て
「
潘
序
」
を
収
録
す
る
「
遂
初
堂
集
」
が
稀
覯
本
で
あ
る
こ

と
、
他
の
「
霞
客
遊
記
」
の
本
に
「
潘
序
」
を
載
せ
る
も
の
が
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
「
潘
序
」
を
紹
介
す
る
意
義
が
あ
る
と
説
く
。

ま
た
「
霞
客
遊
記
」
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
丁
文
江（
７
）が

、「
潘

序
」
に
接
し
て
「
歓
喜
讃
歎
」
し
、
優
れ
た
作
品
で
あ
る
と
評
価
し

た
と
述
べ
、「
潘
序
」
の
価
値
を
強
調
す
る（
８
）。

こ
の
沈
松
泉
本
所
載

の
梁
「
代
序
」
が
、「
潘
序
」
を
掲
載
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る（
９
）。

　

梁
か
ら
「
潘
序
」
を
教
授
さ
れ
た
丁
文
江
は
、
こ
れ
を
高
く
評
価

し
、
民
国
一
七
年
（
一
九
二
八
）
に
刊
行
し
た
点
校
本
（
丁
文
江

本
）
に
お
い
て
、「
潘
序
」
を
巻
頭
に
掲
げ
、
顕
彰
す
る
。
さ
ら
に

「
丁
文
江
按
」
の
一
文
を
記
し
て
「
潘
序
」
へ
の
高
い
評
価
を
記
す
）
【1
（

。

丁
文
公
本
は
繰
り
返
し
翻
刻
さ
れ
、「
潘
序
」
を
掲
載
し
続
け
た
）
【【
（

。
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三　

潘
耒
に
つ
い
て

　

序
の
撰
者
潘
耒
に
つ
い
て
、
簡
略
に
ま
と
め
て
お
く
。

　

潘
は
姓
、
耒
は
諱
。
字
は
次
耕
等
、
晩
号
は
止
止
居
士
、
蔵
書
室

名
は
遂
初
堂
等
。
江
蘇
省
呉
江
の
人
。
一
六
四
六
〜
一
七
○
八
年
。

顧
炎
武
ら
に
師
事
し
、
博
く
経
史
歴
算
音
楽
に
通
じ
た
。
康
熙
一
七

年
（
一
六
七
八
）
に
官
に
招
聘
さ
れ
「
明
史
」
の
編
纂
に
従
事
。
同

二
二
年
（
一
六
八
三
）
に
退
官
し
、
以
後
二
度
と
仕
官
し
な
か
っ
た
。

若
年
よ
り
山
川
の
遊
行
を
好
み
、
退
官
後
の
四
○
歳
過
ぎ
か
ら
中
国

各
地
を
遊
行
、
江
西
山
東
浙
江
福
建
安
徽
湖
南
広
東
河
南
を
歴
遊
し
、

詩
と
遊
記
を
残
し
た
。
同
三
四
年
（
一
六
九
五
）
に
、
師
で
あ
る
顧

炎
武
の
「
日
知
録
」
を
刊
行
。
同
四
二
年
（
一
七
○
三
）
の
康
熙
南

巡
の
際
に
復
官
を
勧
め
ら
れ
る
も
固
辞
。
同
四
七
年
に
六
三
歳
で
没
。

同
四
九
年
（
一
七
一
○
）
に
「
遂
初
堂
詩
集
十
六
巻　

文
集
二
十
巻

　

別
集
四
巻
」
が
刊
行
さ
れ
、
の
ち
「
四
庫
全
書
」
に
入
れ
ら
れ
た
。

四　
「
潘
序
」
に
お
け
る
徐
霞
客
評

　
「
潘
序
」
の
徐
霞
客
評
を
本
文
に
即
し
て
概
説
す
る
。

　

ま
ず
、
真
の
「
遊
」
を
行
う
条
件
と
し
て
「
俗
世
間
か
ら
離
れ
た

心
情
」「
頑
強
な
肢
体
」「
十
分
な
時
間
」
の
三
つ
が
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
十
分
な
「
遊
」
で
な
い
も
の
と
し
て
「
近
遊
」「
浅
遊
」「
便

遊
」「
群
遊
」
を
あ
げ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
「
遠
遊
（
故
郷
か

ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
を
訪
ね
る
遊
行
）」「
深
遊
（
時
間
を
か
け
て

深
く
探
究
す
る
遊
行
）」「
不
便
遊
（
煩
雑
さ
や
遠
回
り
、
危
険
を
い

と
わ
ぬ
遊
行
）」「
孤
遊
（
ひ
と
り
で
行
動
を
決
め
ら
れ
る
遊
行
）」

が
、
真
の
「
遊
」
に
近
づ
く
手
立
て
だ
と
し
て
い
る
と
言
え
る
（
第

一
節
）。

　

次
に
先
人
の
「
遊
」
は
い
ず
れ
も
表
面
を
な
で
た
浅
い
も
の
に
留

ま
っ
て
お
り
、
真
の
「
遊
」
を
行
っ
て
い
た
も
の
は
い
な
い
。
そ
し

て
潘
自
ら
は
、
高
い
所
も
深
い
所
も
極
め
尽
く
す
「
究
極
」
の

「
遊
」
を
な
し
て
い
た
、
と
自
負
す
る
（
第
二
節
）。

　

と
こ
ろ
が
、
潘
が
「
霞
客
遊
記
」
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
自
分
の
自

負
が
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。

　

こ
こ
で
「
霞
客
遊
記
」
の
構
成
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。「
霞

客
遊
記
」
は
大
き
く
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
、
遊
記
巻

一
に
あ
た
り
、
徐
霞
客
五
一
歳
以
前
の
、
中
国
の
諸
名
山
水
を
遊
行

し
た
記
録
で
「
名
山
遊
記
」
と
呼
ば
れ
る
。
一
回
の
遊
行
は
数
日
間

程
度
、
比
較
的
短
文
な
遊
記
十
七
篇
か
ら
な
る
。
こ
う
し
た
遊
記
は
、

唐
代
以
降
の
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
多
く
の
文
人
が
書
き
残

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
部
が
、
遊
記
巻
二
か
ら
巻
十
に
あ
た

る
長
大
な
部
分
で
、
徐
霞
客
が
五
一
歳
か
ら
五
五
歳
に
か
け
て
西
南

部
七
省
を
巡
っ
た
記
録
で
あ
る
。「
西
南
遊
日
記
」
と
呼
ば
れ
、
一
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部
失
わ
れ
て
い
る
が
、
四
年
間
ほ
ぼ
途
切
れ
る
こ
と
な
く
書
き
続
け

ら
れ
た
旅
日
記
で
あ
る
。

　

潘
耒
は
こ
の
「
西
南
遊
日
記
」
を
「
霞
客
遊
記
」
の
特
徴
を
示
す

も
の
だ
と
す
る
。
潘
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
徐
霞
客
の
「
遊
」
を
、
ま

ず
「
山
脈
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
去
来
し
て
い
る
か
、
水
脈
が
ど
の
よ

う
に
分
岐
し
た
り
合
流
し
て
い
る
か
を
観
察
」
す
る
も
の
と
把
握
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
遊
行
は
、
困
難
を
も
の
と
も
せ
ず
突
き
進
む

も
の
で
あ
り
、
回
り
道
も
い
と
わ
ず
、
自
由
に
自
分
の
ま
ま
で
遊
行

し
た
「
逍
遙
」
な
る
「
遊
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
点
は
第
一
節

で
述
べ
た
「
不
便
遊
」「
孤
遊
」
に
つ
な
が
る
評
価
で
あ
る
。
そ
し

て
徐
霞
客
は
命
を
か
け
て
「
遊
」
を
行
い
「
遊
」
に
生
き
た
、
と
し
、

こ
う
し
た
「
遊
」
を
な
し
え
た
の
は
古
今
徐
霞
客
た
だ
一
人
で
あ
る

と
絶
賛
す
る
（
第
三
節
）。

　

次
い
で
、「
銭
伝
」
の
誤
り
を
指
摘
し
、
徐
霞
客
の
遊
行
は
域
外

の
チ
ベ
ッ
ト
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
し
か
し
「
西
南
遊
日

記
」
を
、
西
南
地
域
の
こ
と
を
詳
細
に
か
つ
正
確
に
記
し
た
も
の
と

し
て
高
く
評
価
す
る
。
こ
の
点
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
「
遠
遊
」

「
深
遊
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
第
四
節
）。

　

次
に
「
遊
記
」
に
つ
い
て
、
そ
の
文
章
は
文
学
的
な
雕
琢
が
な
い

素
朴
な
文
体
だ
が
、
ま
る
で
目
の
前
に
見
え
る
よ
う
な
、
写
実
性
と

詳
細
さ
が
あ
る
と
す
る
。
記
事
と
し
て
は
、
珍
奇
な
話
が
多
く
収
録

さ
れ
て
い
る
が
、
人
を
欺
く
よ
う
な
、
誇
大
で
非
合
理
な
話
は
な
く
、

真
実
を
追
求
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
（
第
五
節
）。

　

さ
ら
に
、
徐
霞
客
の
遊
行
の
目
的
を
考
察
し
、「
徐
霞
客
は
遊
行

そ
れ
そ
の
も
の
が
目
的
だ
っ
た
の
だ
」
と
す
る
。
だ
か
ら
遊
行
に
専

念
で
き
、
自
分
で
行
動
も
決
め
ら
れ
、
意
の
ま
ま
に
遊
を
楽
し
め
た

の
だ
と
す
る
。
こ
の
点
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
「
孤
遊
」
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
ろ
う
（
第
六
節
）。

　

最
後
に
、
造
物
主
が
秘
匿
し
て
い
た
山
川
の
霊
異
を
、
徐
霞
客
が

明
ら
か
に
し
、
遊
記
を
通
し
て
世
に
広
め
た
と
絶
賛
し
、
自
ら
が
衰

老
し
て
徐
霞
客
の
後
を
追
え
な
い
こ
と
を
嘆
じ
て
筆
を
置
く
（
第
七

節
）。

　

ま
と
め
る
と
「
潘
序
」
は
、
徐
霞
客
の
「
遊
」
が
「
遠
遊
」「
深

遊
」「
不
便
遊
」「
孤
遊
」
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
、「
自
由
」
な

「
真
の
遊
」
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
。
そ
し
て
「
霞
客
遊
記
」
は

「
詳
細
」「
真
実
」
を
追
求
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
章
は
、
写
実
性

の
高
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
、

「
霞
客
遊
記
」
が
山
脈
と
水
脈
の
把
握
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

五　

李
慈
銘
「
越
縵
堂
読
書
記
」

　

本
節
で
は
、
清
人
李
慈
銘
の
「
霞
客
遊
記
」
評
を
検
討
す
る
。
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李
は
姓
で
、
慈
銘
は
諱
。
字
は
愛
伯
、
号
は
蒓
客
。
浙
江
省
紹
興

の
人
。
一
八
三
○
〜
一
八
九
四
年
。
一
八
六
一
年
の
進
士
で
、
官
は

山
西
道
観
察
御
史
に
至
っ
た
。
四
一
年
間
に
わ
た
り
日
記
を
書
い
て

お
り
、
死
後
、
蔡
元
培
に
よ
り
「
越
縵
堂
日
記
」
の
名
で
、
一
九
二

○
年
に
刊
行
さ
れ
た
（
商
務
印
書
館
）。
さ
ら
に
由
雲
龍
（
一
八
七

七
〜
一
九
六
一
）
は
、
日
記
か
ら
書
評
に
関
わ
る
部
分
を
抜
き
出
し
、

書
籍
の
分
類
ご
と
に
編
集
し
、「
越
縵
堂
読
書
記
」（
以
下
「
読
書

記
」）
と
名
づ
け
て
、
一
九
五
九
年
に
刊
行
し
た
（
商
務
印
書
館
）。

　
「
読
書
記
」
で
、「
霞
客
遊
記
」
を
取
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
一
八

七
○
年
十
一
月
二
十
三
日
条
で
あ
る
。

　
「
読
書
記
」
の
前
半
は
、
全
体
の
構
成
や
附
載
の
序
文
な
ど
、「
霞

客
遊
記
」
の
概
要
を
述
べ
る
。
そ
の
中
で
、「
こ
の
遊
記
は
、
日
を

追
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
南
北
な
ど
の
道
程
を
事
実
の
ま
ま
に
記
載

し
て
い
る
。
文
飾
が
全
く
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
帳
簿
の
よ
う
で
あ

る
」
と
評
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
後
半
で
、
具
体
的
に
評
を
加
え
る
。
以
下
訳
を
掲
げ
る
。

　

山
水
を
描
く
文
章
は
、
必
ず
雕
琢
が
施
さ
れ
た
洗
練
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
べ
き
で
、
高
い
山
に
登
り
淵
に
望
む
と
き
の
感
興
と
し
て
は
、

大
切
な
こ
と
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
情
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
。

　

し
か
し
徐
霞
客
は
危
険
な
険
し
い
と
こ
ろ
に
梯
子
を
掛
け
て
登
っ

た
り
、
我
が
身
に
不
測
の
こ
と
へ
挑
ん
だ
り
し
て
い
る
。
徒
に
詭
異

な
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
目
を
標
わ
せ
て
お
り
、
美
を
鑑
賞
し
よ
う

と
い
う
深
み
を
持
っ
て
い
な
い
。
古
人
の
よ
う
に
自
然
を
た
し
な
む

者
は
、
決
し
て
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
の
う
え
言
葉
は
冗
長
で
、
文
は
粗
略
で
稚
拙
。
せ
っ
か
く
の
異

境
は
「
奇
」
を
失
い
、
美
し
い
場
所
は
そ
の
「
美
」
を
覆
い
隠
さ
れ

て
い
る
。

　

路
程
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
道
筋
を
知
る
手
立

て
が
な
く
、
名
勝
を
訪
ね
た
い
者
に
と
っ
て
は
不
満
が
残
る
。

　

加
え
て
彼
の
興
味
は
山
脈
水
脈
の
方
向
（
原
文
「
脈
絡
向
背
」）

に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
風
水
の
術
（
原
文
「
青
烏
之
術
」）
と
同
じ
で

あ
る
。
こ
の
点
は
最
も
意
味
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

古
今
の
地
理
に
つ
い
て
も
、
基
づ
く
も
の
が
全
く
な
く
、
名
勝
や

遺
物
な
ど
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
粗
略
な
扱
い
で
あ
る
、

　

も
と
よ
り
明
末
の
士
人
で
読
書
人
で
は
な
い
の
で
、
考
証
学
の
な

ん
た
る
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

李
の
批
判
は
、
徐
霞
客
の
「
遊
」
と
「
遊
記
」
の
両
方
に
あ
る
。

「
遊
」
の
在
り
方
と
し
て
、
文
人
た
る
も
の
、
ゆ
っ
た
り
と
自
然
の

美
を
味
わ
う
べ
き
な
の
に
、
徐
霞
客
は
こ
と
さ
ら
に
危
険
を
犯
し
て
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「
奇
」
を
探
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
批
判
す
る
。「
遊
記
」
と
し

て
は
、
文
飾
が
な
く
、
冗
長
で
粗
略
、
稚
拙
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
、

徐
霞
客
の
興
味
が
「
山
脈
水
脈
の
方
向
」
に
あ
る
こ
と
を
風
水
の
術

と
同
じ
だ
と
し
て
、
最
も
無
意
味
だ
と
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

六　

潘
の
賞
賛
と
李
の
批
判
―
ま
と
め
に
代
え
て
―

　

以
上
、
潘
の
「
霞
客
遊
記
」
評
と
、
李
の
そ
れ
と
を
見
て
き
た
。

通
し
て
見
る
と
、「
霞
客
遊
記
」
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
、

実
は
両
者
に
は
共
通
点
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

徐
霞
客
の
「
遊
」
は
、
危
険
を
も
の
と
も
せ
ず
、
山
は
頂
を
極
め
、

洞
穴
は
底
を
窮
め
る
と
い
う
徹
底
し
た
詳
細
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
っ
た
。
潘
は
そ
の
こ
と
を
賞
賛
し
、
李
は
そ
れ
が
、
文

人
の
「
遊
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
批
判
す
る
。「
遊
記
」
に

つ
い
て
は
、
雕
琢
が
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
目
に
見
え
る
こ
と
を
写
実

的
に
記
し
て
い
く
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
潘
は
そ
れ
が
す
ば
ら
し
い

と
い
い
、
李
は
そ
れ
が
欠
点
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
霞
客
の
興
味
関
心
が
「
山
脈
水
脈
」
に
あ
っ
た
と
す
る

こ
と
で
も
、
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。
潘
は
、
そ
れ
が
地
域
の
全
体

像
を
つ
か
も
う
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
評
価
す
る
が
、
李
は
、「
風

水
の
術
」
に
通
じ
る
と
し
て
、
極
め
て
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

潘
は
徐
霞
客
と
そ
の
「
遊
記
」
を
賞
賛
し
、
李
は
逆
に
手
厳
し
く

批
判
し
た
。
し
か
し
彼
ら
が
徐
霞
客
と
「
遊
記
」
の
本
質
特
徴
と
し

て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
共
通
の
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

梁
や
丁
が
「「
潘
序
」
は
「
霞
客
遊
記
」
を
正
し
く
理
解
し
て
い

る
」
と
し
た
判
断
が
正
し
い
な
ら
ば
、
李
も
「
霞
客
遊
記
」
を
正
し

く
読
み
解
い
て
い
た
と
言
え
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
霞
客
遊
記
」
と
山
脈
水
脈
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
中
国
の

学
界
な
ど
で
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
李
の
言
う
が
ご
と
く
、
山

脈
水
系
の
探
究
は
、「
風
水
の
術
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
徐
霞

客
を
、
自
然
科
学
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
地
理
学
」
の
「
先
駆
者
」
と

し
て
顕
彰
し
、
崇
拝
す
る
現
在
の
中
国
に
お
い
て
、
彼
が
占
術
に
近

い
と
こ
ろ
に
い
た
と
す
る
視
点
は
到
底
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
徐
霞
客
が
「
山
脈
水
脈
」
と
い
う
動
的

な
「
龍
脈
説
」
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
中
国
全
体
の
地
理
的
構
造

を
論
じ
た
、
彼
の
小
論
「
溯
江
紀
源
」
に
明
ら
か
で
あ
り
）
【1
（

、「
霞
客

遊
記
」
に
、
山
脈
水
系
の
記
事
が
重
要
な
も
の
と
し
て
数
多
く
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
潘
や
李
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し

た
指
摘
に
耳
を
ふ
さ
ぎ
、
徐
霞
客
と
風
水
術
と
に
関
係
は
な
か
っ
た

と
し
て
い
る
よ
う
で
は
、
徐
霞
客
研
究
は
停
滞
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

で
あ
ろ
う
）
【1
（

。
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注
（
１
）『
支
那
近
世
学
術
史
』
と
題
し
た
、
岩
田
貞
雄
訳
が
あ
る
（
人
文

閣
、
一
九
四
二
年
）。

（
２
）
前
掲
注
（
１
）
岩
田
訳
に
よ
る
。

（
３
）「
潘
序
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
に
は
、
次
節
で
扱
う
「
梁
任

公
先
生
代
序
」
と
「
丁
文
江
按
」
の
他
に
、
黄
明
泉
「
潘
耒
与
《
徐

霞
客
游
記
》」『
徐
霞
客
研
究
』
第
六
輯
（
学
苑
出
版
社
、
二
○
○
○

年
）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
丁
の
「
潘
序
」
へ
の
高
評
価
を
紹
介

し
た
上
で
、「
潘
序
」
の
「
清
華
の
所
在
」
を
検
討
し
た
と
し
て
い

る
。
た
だ
「
検
討
」
と
は
い
っ
て
も
、「
潘
序
」
の
文
章
を
切
り
分

け
て
、
原
文
そ
の
ま
ま
で
並
べ
替
え
た
も
の
に
留
ま
る
。
ま
た
黄
実

「
沈
松
泉
校
点
《
徐
霞
客
遊
記
》
史
料　

劉
瑞
升
輯
」『
徐
霞
客
研

究
』
第
十
五
輯
（
学
苑
出
版
社
、
二
○
○
七
年
）
は
、
劉
瑞
升
が
入

手
し
た
「
沈
松
泉
本
」
に
収
載
さ
れ
て
い
た
、
丁
文
江
撰
「
徐
霞
客

遊
記
」
と
い
う
一
文
を
紹
介
す
る
（
こ
の
一
文
は
、
埼
玉
大
学
所
蔵

の
「
沈
松
泉
本
」
に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
）。
そ
の
中
で
丁
は
、

徐
霞
客
の
チ
ベ
ッ
ト
行
き
の
真
偽
を
再
検
討
し
、「
潘
序
」
が
正
し

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
二
百
八
十
年
来
、
た
だ

潘
耒
だ
け
が
霞
客
先
生
の
「
知
己
」
だ
と
い
え
る
」
と
す
る
。

（
４
）「
霞
客
遊
記
」
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
徐
霞
客
遊
記

の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
」『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
育
学
部)

』（
六
六

巻
二
号
、
二
○
一
七
年
）
参
照
。

（
５
）
生
年
、
諸
説
あ
り
（
一
八
九
六
・
一
九
○
○
・
一
九
○
四
）。
没
年
、

一
九
九
○
。
江
蘇
呉
郡
の
人
。
一
九
二
五
年
、
張
静
廬
・
盧
芳
ら
と

と
も
に
上
海
に
光
華
書
局
を
創
設
。「
新
思
想
の
紹
介
と
新
文
化
の

宣
揚
」
を
う
た
い
、
文
芸
学
術
に
関
す
る
書
籍
雑
誌
を
刊
行
し
た
。

郭
沫
若
な
ど
も
執
筆
陣
と
し
て
参
加
し
た
が
、
一
九
三
五
年
に
閉
店

し
た
。（
朱
聯
保
『
近
現
代
上
海
出
版
業
印
象
記
』［
学
林
出
版
社
、

一
九
九
三
］、
陳
玉
堂
『
全
篇
増
訂
本
中
国
近
現
代
人
物
名
号
大
辞

典
』［
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
○
○
五
］、
呉
永
貴
『
民
国
図
書
出
版

史
編
年
：
一
九
一
二
〜
一
九
四
九
』［
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二

○
一
八
］
等
に
よ
る
。）

（
６
）
上
海
群
衆
図
書
公
司
刊
。
表
紙
に
「
新
式
標
点
」
と
あ
り
、
本
文

に
句
読
点
や
固
有
名
詞
符
号
を
施
し
た
、「
読
め
る
」
本
を
指
向
し

て
い
る
。
劉
瑞
升
「《
徐
霞
客
遊
記
》
版
本
散
記
」『
徐
霞
客
研
究
』

第
十
七
輯
（
地
質
出
版
社
、
二
○
○
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
四

年
以
後
に
、
丁
文
江
撰
「
徐
霞
客
遊
記
」
等
を
収
録
し
た
別
の
版
が

作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
７
）
一
八
八
七
〜
一
九
三
六
年
。
江
蘇
省
泰
興
県
の
人
。
グ
ラ
ス
ゴ
ー

大
学
で
動
物
学
や
地
質
学
を
学
び
、
帰
国
後
は
地
質
学
を
中
心
と
し

た
研
究
と
教
育
に
携
わ
る
。
一
九
三
一
年
に
北
京
大
学
地
質
系
教
授
。

も
と
も
と
洋
学
の
人
で
国
書
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、

雲
南
で
の
現
地
調
査
中
に
、「
霞
客
遊
記
」
を
見
て
、
眼
前
の
光
景

と
「
遊
記
」
の
記
述
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
感
嘆
し
、
遊
記
研
究

に
進
む
こ
と
に
な
る
。
一
九
二
八
年
、
年
譜
と
地
図
を
併
載
し
た
点

校
本
を
商
務
印
書
館
か
ら
刊
行
し
た
。（「
重
印
徐
霞
客
遊
記
丁
自

序
」
等
に
よ
る
。）

（
８
）
梁
は
「
潘
序
」
の
「
最
注
意
」
と
し
て
、
徐
霞
客
の
チ
ベ
ッ
ト
行
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き
に
関
す
る
「
銭
伝
」
の
誤
り
を
正
し
た
点
を
あ
げ
る
。

（
９
）
梁
は
「
丁
が
作
成
し
た
徐
霞
客
の
詳
伝
が
ま
も
な
く
出
版
さ
れ
る
。

沈
松
泉
本
は
、
丁
作
成
の
伝
記
と
と
も
に
、
学
界
で
歓
迎
さ
れ
る
だ

ろ
う
」
と
、
沈
の
仕
事
を
褒
め
て
「
代
序
」
を
結
ぶ
。
し
か
し
、
沈

松
泉
本
刊
行
四
年
後
の
一
九
二
八
年
に
丁
文
江
本
が
刊
行
さ
れ
る
と
、

こ
ち
ら
が
最
良
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
流
布
し
、
沈
松
泉
本
は
忘
れ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。

（
10
）
丁
は
、「
潘
序
」
の
価
値
と
し
て
、
①
霞
客
の
遊
は
、
余
人
が
な

し
え
ぬ
も
の
で
「
恆
古
以
来
一
人
而
已
」
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、

②
「
銭
伝
之
誣
」
を
弁
じ
霞
客
先
生
の
「
文
章
之
真
」
を
証
明
し
た

こ
と
、
③
霞
客
先
生
の
「
求
知
」
の
趣
旨
を
「
無
所
為
而
為
」
と
描

き
出
し
た
こ
と
、
の
三
点
を
あ
げ
る
。

（
11
）
一
九
八
○
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
よ
り
、
褚
応
寿
と
呉
紹
唐
が
整

理
し
た
点
校
本
が
出
版
さ
れ
た
（
上
海
整
理
本
）。
こ
の
本
は
、
質

量
と
も
に
、
現
在
の
最
良
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
潘

序
」
は
他
の
序
と
と
も
に
「
旧
序
・
校
勘
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
本
の

末
尾
に
置
か
れ
、
優
位
性
を
失
っ
て
い
る
。
ま
た
上
海
整
理
本
で
は

「
丁
文
江
按
」
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）「
溯
江
紀
源
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
徐
霞
客
遊
記
訳
注
稿　

散

文
篇
（
一
）
―
『
溯
江
紀
源
』」『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
育
学
部)

』

六
五
巻
二
号
（
二
○
一
六
年
）、
徐
霞
客
を
含
む
明
代
士
人
の
龍
脈

説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
代
士
人
の
龍
脈
説
―
風
水
説
と
の
関
わ

り
で
―
」『
東
方
宗
教
』
一
三
一
号
（
二
○
一
八
）
参
照
。

（
13
）
欧
米
の
研
究
者
は
、
徐
霞
客
を
「
科
学
の
先
駆
＝
占
術
か
ら
遠

い
」
と
す
る
桎
梏
か
ら
自
由
で
あ
る
。
英
国
のJulian W

ard

は
、

著
書"X
u X

iake （1587-1641

）: the art of travel w
riting"

に
お

い
て
「
霞
客
遊
記
」
を
取
り
あ
げ
、
“Chapter Ⅵ

M
ountains and 

Caves

”
の
“Fengshui and the D

ynam
ism

 of the Landscape

”

の
節
で
徐
霞
客
と
風
水
説
と
の
深
い
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
、

“Mount Chickenfoot

”の
節
で
徐
霞
客
が
雲
南
の
鶏
足
山
に
つ
い
て

風
水
説
に
基
づ
く
記
述
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

 

（
埼
玉
大
学
）


