
「
徐
霞
客
遊
記
」
訳
注
稿

西
南
遊
記
篇
（
其
二
）

―
―
「
浙
遊
日
記
」（
後
半
）

薄
井
俊
二

埼
玉
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
講
座

キ
ー
ワ
ー
ド:

徐
霞
客
、
徐
宏
祖
、
遊
記
、
浙
江

は
じ
め
に

本
稿
は
、
明
代
の
徐
宏
祖
（
一
五
八
六
〜
一
六
四
一
年
）
に
よ
る
「
徐
霞
客
遊

記
」
の
訳
注
で
あ
る
。

同
書
の
巻
二
以
降
は
、
崇
禎
九
年
（
一
六
三
六
）
か
ら
同
十
三
年
（
一
六
三
九
）

に
か
け
て
、
中
国
西
南
部
を
ほ
ぼ
踏
破
し
た
旅
の
記
録
で
あ
り
、「
西
南
遊
記
」

と
も
称
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
中
か
ら
、
第
二
巻
「
浙
遊
日
記
」
の
後
半

部
分
（
崇
禎
九
﹇
一
六
三
六
﹈
年
十
月
九
日
の
途
中
か
ら
、
同
十
六
日
ま
で
）
を
訳
出

す
る
。

紙
幅
の
関
係
で
、
口
語
訳
と
簡
単
な
語
注
の
み
と
す
る
。
詳
細
な
注
釈
は
、

別
途
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
予
定
で
あ
る
。

行
程
を
記
し
た
地
図
は
、
前
稿
に
掲
載
（
１
）
。

概
要九

月
九
日
、
静
聞
と
と
も
に
故
郷
の
江
陰
を
出
発
し
た
徐
霞
客
は
、
十
月

七
日
に
浙
江
省
金
華
府
蘭
渓
に
至
る
。
翌
八
日
に
は
金
華
府
城
に
泊
ま
り
、

九
日
に
北
山
（
金
華
山
）
に
登
る
（
本
稿
は
、
こ
の
途
中
か
ら
）。
先
ず
山
中
の
鹿

田
寺
を
訪
ね
、
そ
こ
に
泊
。
十
日
に
、
浙
江
を
訪
ね
た
目
的
の
一
つ
で
あ
っ

た
金
華
三
洞
を
探
索
。
蘭
渓
県
に
入
っ
て
洞
源
寺
に
泊
。
十
一
日
に
は
蘭
渓

の
洞
窟
を
探
索
す
る
。
下
山
後
、
船
に
乗
り
、
新
安
江
を
遡
る
。
常
山
県
（
衢

州
地
級
市
常
山
県
）
で
再
上
陸
し
、
轎
で
西
に
進
ん
で
、
十
六
日
に
江
西
省
に

入
る
。

訳
注十

月
九
日
（
承
前
）

こ
の
寺
（
鹿
田
寺
）
は
そ
の
来
歴
は
古
い
が
、
後
に
宦
官
達
に
よ
っ
て
だ

ん
だ
ん
と
食
い
物
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
金
華
府
知
事
の
張
朝
瑞
〔
海

州
の
人
〕
が
、
殿
宇
を
創
建
し
、
石
の
羊
の
群
れ
を
保
全
し
た
。
屠
赤
水
の
手

に
な
る
「
遊
紀
」
が
あ
り
、
殿
宇
の
中
の
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

私
が
そ
こ
に
到
着
し
た
の
は
、
已
に
午
後
で
あ
っ
た
。
聞
い
て
み
る
と
、

闘
鶏
巌
が
そ
の
東
に
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
す
ぐ
さ
ま
、
静
聞
君

と
一
緒
に
、
二
里
東
に
進
み
山
橋
を
渡
る
。
山
橋
を
東
に
下
る
と
、
二
つ
の

峯
に
挟
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
た
。
小
川
が
そ
の
中
か
ら
流
れ
出
て
い
る
。

峯
の
石
は
す
べ
て
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
い
て
、
空
へ
飛
び
出
し
、
小
川
に
向

か
っ
て
走
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
形
は
鶏
の
ト
サ
カ
が
怒
起
し
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て
い
る
の
に
似
て
い
る
。
渓
流
が
そ
の
下
へ
と
走
り
流
れ
落
ち
て
い
て
、
こ

れ
も
ま
た
一
景
勝
で
あ
る
。

闘
鶏
巌
か
ら
東
に
数
里
下
る
と
、
赤
松
宮
で
あ
る
。
こ
こ
を
下
る
と
金
華

府
城
の
東
門
へ
と
連
な
る
道
で
あ
る
。
思
う
に
芙
蓉
峯
の
東
の
谷
に
位
置
す

る
の
だ
ろ
う
。

闘
鶏
巌
の
上
に
、
趙
と
い
う
姓
の
樵
夫
が
住
ん
で
い
た
。
彼
は
北
山
の
頂

を
指
さ
し
て
、「
北
山
の
頂
に
碁
盤
石
が
あ
る
。
石
の
後
ろ
に
『
西
玉
壺
』
が

あ
り
、
石
か
ら
水
が
そ
こ
に
注
い
で
い
る
。
日
照
り
の
時
に
そ
の
水
を
取
っ

て
雨
乞
い
を
す
れ
ば
、
と
て
も
霊
験
が
あ
る
」
と
い
う
。

時
に
日
は
已
に
傾
い
て
い
る
が
、
静
聞
君
と
と
も
に
急
い
で
草
む
ら
を
掻

き
分
け
て
登
る
。
し
ば
ら
く
登
る
と
、
不
意
に
呼
び
か
け
る
声
が
聞
こ
え
た
。

趙
樵
夫
が
、
私
た
ち
が
間
違
っ
て
西
寄
り
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
東
を

指
さ
し
て
深
い
草
む
ら
の
中
を
誘
導
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
っ
す
ぐ
に
約
二
里
ば
か
り
で
、
や
っ
と
石
の
群
れ
の
あ
た
り
に
着
く
。

石
の
前
に
平
ら
な
台
が
あ
る
。
後
ろ
に
は
岩
が
積
み
重
な
っ
て
聳
え
て
い
る
。

そ
の
中
に
一
間
ほ
ど
の
小
屋
が
あ
り
、
仙
人
の
塑
像
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
こ
の
山
の
主
で
あ
る
。
塑
像
の
後
ろ
の
石
室
の
下
に
盆
ほ
ど
の
水
た
ま

り
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
雨
乞
い
の
水
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
上

に
方
に
は
小
川
が
あ
っ
て
、
清
ら
か
に
山
頂
か
ら
下
っ
て
い
る
。

時
に
太
陽
は
沈
も
う
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
（
急
い
で
）
そ
の
流
れ
を
遡

っ
て
再
び
進
む
と
、
門
の
よ
う
に
石
が
並
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ

か
ら
水
が
注
ぎ
出
で
て
い
た
。
門
の
上
流
に
さ
ら
に
浅
く
平
坦
な
溝
が
あ
っ

た
。
こ
れ
こ
そ
が
西
玉
壺
で
あ
ろ
う
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
こ
か
ら
東
に
さ
ら
に
東
玉
壺
が
あ
り
、
ど
ち

ら
も
山
の
頭
か
ら
水
を
出
し
て
谷
を
な
し
て
い
る
と
。
西
玉
壺
か
ら
の
水
は
、

南
に
下
る
も
の
は
棋
盤
石
を
経
て
三
洞
に
浸
潤
し
て
い
き
、
北
に
下
る
も
の

は
裏
水
源
を
経
て
蘭
渓
の
北
に
出
る
。
東
玉
壺
の
水
は
、
南
に
下
る
も
の
は

赤
松
宮
を
経
て
金
華
府
城
に
出
、
東
に
下
る
も
の
は
義
烏
県
に
出
、
北
に
下

る
も
の
は
浦
江
県
に
出
る
。
お
お
む
ね
こ
こ
が
、
金
華
府
の
分
水
嶺
で
あ
る

と
い
う
。

玉
壺
は
昔
は
盤
泉
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
上
に
先
が
分
か
れ
て
聳
え

て
い
る
も
の
を
、
今
は
三
望
尖
と
称
し
て
い
る
。
飾
っ
て
言
う
場
合
は
、
金

星
峯
と
す
る
が
、
総
称
す
れ
ば
北
山
で
あ
る
。
や
っ
と
峯
の
先
端
に
至
れ
ば
、

ち
ょ
う
ど
落
日
が
深
い
川
に
沈
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
峯
の
下
を
眺
め
や
れ

ば
、
一
筋
の
水
が
残
光
を
受
け
て
光
り
、
滔
々
と
水
を
湛
え
て
姿
を
一
定
に

し
て
い
な
い
も
の
が
見
え
る
。
思
う
に
衢
江
が
西
か
ら
流
れ
て
き
て
ひ
と
た

び
曲
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
な
の
で
あ
ろ
う
。

夕
陽
は
已
に
沈
み
、
次
い
で
月
が
輝
い
て
く
る
。
天
地
の
間
の
全
て
の
音

は
消
え
去
り
、
紺
碧
の
世
界
は
洗
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
ま
こ
と
に
こ
の
玉
壺

は
人
を
骨
髄
か
ら
洗
浄
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
二
人
は
、
身
体
と
影
と

が
別
物
で
あ
る
こ
と
を
覚
る
も
の
で
あ
っ
た
。
思
う
に
下
界
の
世
界
は
こ
せ

こ
せ
し
て
い
て
、
誰
が
こ
の
よ
う
な
清
ら
か
な
光
り
の
輝
き
を
理
解
し
て
い

よ
う
か
。
仮
に
高
殿
に
登
っ
て
長
く
吟
じ
た
り
、
う
ま
酒
を
用
意
し
て
大
江

を
眺
め
た
り
し
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
う
し
て
万
山
の
絶
頂
を
踏
み
、

道
を
窮
め
尽
く
し
て
い
っ
て
、
塵
埃
に
ま
み
れ
た
世
俗
世
界
か
ら
遠
く
離
れ

る
こ
と
が
、
天
と
地
と
の
間
ほ
ど
も
あ
る
こ
と
と
は
、
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
た
と
え
山
の
精
霊
や
怪
獣
が
、
群
れ
を
な
し
て
近
づ
い
て
来

た
と
し
て
も
、
恐
る
る
に
足
り
な
い
。
ま
し
て
や
静
寂
の
中
、
万
物
が
動
か

な
い
中
で
、
天
空
・
宇
宙
と
と
も
に
遊
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
愉
し
み
は
ま
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た
と
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
彷
徨
し
、
や
が
て
二
里
下
り
、
盤
石
に
至
る
。

さ
ら
に
草
藪
の
中
を
二
里
下
り
、
闘
鶏
巌
に
至
る
。
趙
樵
夫
が
私
た
ち
の

声
を
聞
き
つ
け
、
戸
を
開
け
て
出
て
き
た
。
そ
し
て
「
自
分
が
こ
の
山
に
住

ん
で
か
ら
、
あ
な
た
方
の
よ
う
な
方
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
よ
」
と
言
う
。

さ
ら
に
ま
た
西
に
一
里
上
っ
て
山
橋
に
至
り
、
さ
ら
に
西
に
二
里
で
鹿
田

寺
に
至
る
。
寺
僧
の
瑞
峯
と
従
聞
が
、
私
た
ち
が
中
々
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
、

二
手
に
分
か
れ
て
遠
く
か
ら
呼
び
か
け
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
声
が
、
谷
を

震
わ
せ
て
い
た
。

鹿
田
寺
に
入
り
、
入
浴
し
て
就
寝
す
る
。

﹇
注
﹈
張
朝
瑞
…
一
五
三
六
〜
一
六
○
三
。
字
は
子
禎
、
淮
安
海
州
の
人
。
隆
慶
二

年
（
一
五
六
八
）
の
進
士
。
万
暦
十
六
年
（
一
五
八
八
）
に
山
を
切
り
開
い
て
鹿
田

寺
へ
の
道
を
整
備
し
、
寺
を
再
建
し
た
。

屠
赤
水
…
屠
隆
（
一
五
四
二
〜
一
六
○

五
）。
字
は
緯
真
、
あ
る
い
は
長
卿
、
浙
江
鄞
の
人
。
万
暦
五
年
（
一
五
七
七
）
の
進

士
。
家
が
貧
し
く
、
売
文
で
生
活
を
し
た
。「
明
史
」
巻
二
八
八
本
伝
。

赤
松
宮
…

今
の
赤
松
山
に
あ
る
赤
松
道
院
。
こ
こ
で
は
そ
の
存
在
を
示
し
た
だ
け
で
、
実
際
に

は
赴
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

衢
江
…
衢
州
か
ら
東
に
流
れ
、
蘭
渓
で
北
上

す
る
金
華
江
と
合
流
し
て
富
春
江
と
な
る
。

十
日

鶏
が
時
を
告
げ
る
こ
ろ
起
き
て
朝
食
を
摂
る
。
空
に
は
已
に
曙
光

が
さ
し
て
い
る
。
鹿
田
寺
の
僧
の
瑞
峯
が
私
た
ち
の
た
め
に
数
本
の
松
明
を

用
意
し
て
く
れ
て
、
寺
僧
の
従
聞
に
担
が
せ
て
同
行
す
る
よ
う
手
配
し
て
く

れ
た
。

朱
荘
の
後
ろ
か
ら
西
に
一
里
行
き
、
北
に
山
路
を
登
る
。
道
は
甚
だ
険
峻

で
あ
る
が
、
一
里
ほ
ど
で
、
尖
っ
た
岩
が
峯
の
頂
で
突
出
し
て
い
る
の
が
あ

っ
た
。
そ
の
石
の
辺
り
か
ら
北
山
に
沿
っ
て
東
に
行
け
ば
、
玉
壺
に
到
達
で

き
る
（
こ
れ
は
昨
日
の
道
）。（
今
日
は
）
石
の
辺
り
か
ら
峯
を
越
え
て
北
に

行
く
。
そ
こ
が
朝
真
洞
で
あ
る
。

洞
の
入
り
口
は
高
い
峯
の
上
に
あ
り
、
西
に
向
か
っ
て
高
く
曲
が
っ
て
い

る
。
下
は
深
い
谷
に
臨
み
、
そ
の
谷
の
中
に
は
住
居
が
ぐ
る
っ
と
取
り
巻
い

て
い
る
。
あ
の
秦
を
避
け
た
桃
源
郷
の
人
々
か
と
疑
う
が
、
ど
こ
か
ら
や
っ

て
来
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
問
え
ば
、
双
龍
洞
の
外
に
住
ん
で
い

る
人
達
だ
と
い
う
。

思
う
に
、
北
山
は
玉
壺
か
ら
西
に
伸
び
、
そ
の
中
頃
の
支
脈
は
こ
こ
で
一

旦
終
わ
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
ま
た
一
支
脈
を
生
み
、
西
に
進
ん
で
蘭
渓
ま
で

走
る
。

後
に
生
じ
た
支
脈
が
幾
層
か
を
な
し
て
お
り
、
第
一
の
層
が
廻
っ
て
龍
洞

塢
と
な
り
、
第
二
の
層
が
廻
っ
て
講
堂
塢
と
な
り
、
第
三
の
層
が
廻
っ
て
玲

瓏
巌
塢
と
な
る
。
金
華
府
の
境
域
は
こ
こ
で
終
わ
り
で
あ
る
。

玲
瓏
巌
の
西
は
、
ま
た
廻
っ
て
紐
杭
と
な
る
が
、
こ
こ
は
蘭
渓
県
の
東
の

境
で
あ
る
。
そ
の
第
二
層
が
廻
っ
て
白
杭
と
な
り
、
第
三
の
層
が
廻
っ
て
水

源
洞
と
な
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
高
い
崖
や
深
い
谷
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
地
形
も
終
わ
り
と
な
る
。

さ
て
そ
の
後
に
生
じ
た
支
脈
だ
が
、
層
を
な
し
て
中
頃
の
支
脈
を
取
り
巻

い
て
い
る
。
そ
こ
で
中
頃
の
支
脈
は
西
で
止
め
ら
れ
て
、
ど
っ
と
下
へ
崩
れ

落
ち
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
陥
っ
た
第
一
層
に
朝
真
洞
が
口
を
開
け
る
。
そ

の
洞
窟
は
高
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
洞
底
も
乾
い
て
い
る
。
陥
っ
た
第
二
層

に
冰
壺
洞
が
窪
ん
で
い
る
。
こ
の
洞
窟
は
縦
に
奥
深
く
、
滝
が
そ
の
中
に
懸
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か
っ
て
い
る
。
陥
っ
た
第
三
層
に
双
龍
洞
が
穴
を
開
い
て
い
る
。
こ
の
洞
窟

は
変
化
に
富
ん
で
幻
影
的
で
、
水
が
水
平
に
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
「
金
華
三
洞
」
で
あ
る
。

三
洞
と
も
い
ず
れ
も
口
を
西
に
向
け
、
重
な
り
あ
う
よ
う
に
層
を
な
し
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
距
離
は
一
里
ば
か
り
で
あ
る
が
、
山
の
勢
い
が
険
峻
な

た
め
、
俯
瞰
し
て
一
度
に
目
に
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
洞
を
流

れ
る
水
は
、
上
の
洞
か
ら
下
の
洞
へ
、
層
を
な
し
て
下
っ
て
い
る
。

中
頃
起
き
る
支
脈
が
尽
き
た
と
こ
ろ
で
、
南
へ
下
る
支
脈
が
生
じ
て
い
て

白
望
山
と
な
る
。
そ
の
東
の
楊
家
山
と
も
ど
も
、
北
山
の
前
に
び
並
ん
で
い

る
。
鹿
田
の
門
を
な
し
て
い
る
。

朝
真
洞
の
門
口
は
広
く
開
け
て
お
り
、
そ
の
内
は
次
第
に
下
に
下
が
っ
て

い
る
。
松
明
を
手
に
し
て
深
く
入
っ
て
い
く
と
、
左
側
に
脇
部
屋
の
よ
う
な

小
さ
な
穴
が
あ
る
。
そ
の
ま
ま
に
く
ね
く
ね
と
進
む
。
穴
の
行
き
止
ま
り
に

水
が
し
た
た
り
落
ち
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
岩
の
隙
間
の
底
部

は
乾
い
て
い
る
。
水
が
ど
こ
へ
流
れ
て
い
っ
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

脇
室
の
穴
を
戻
り
、
洞
窟
本
体
を
底
ま
で
探
求
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
は

巨
大
な
岩
石
が
高
低
様
々
に
聳
え
て
い
て
、
上
を
振
り
仰
げ
ば
益
々
高
く
な

り
、
下
を
見
や
れ
ば
ど
ん
ど
ん
深
く
な
っ
て
い
る
。
石
の
隙
間
を
登
っ
た
り

降
っ
た
り
し
て
い
て
、
再
び
巨
大
な
脇
室
に
出
た
。
す
る
と
忽
然
と
、
一
筋

の
光
が
天
か
ら
下
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
思
う
に
、
洞
窟
の
天
井
は

と
て
も
高
い
所
に
あ
り
、
そ
こ
に
円
い
隙
間
が
空
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
下
へ
天
光
が
差
し
込
み
、
あ
た
か
も
半
月
の
よ
う
で
あ
る
。
ほ
の

暗
い
中
で
そ
の
光
に
出
会
う
と
、
美
し
い
真
珠
や
宝
石
で
で
き
て
い
る
灯
火

を
見
る
よ
う
で
あ
る
。

内
洞
を
出
る
と
、
左
側
に
ま
た
二
つ
の
洞
が
あ
る
。
下
の
洞
は
、
入
っ
て

み
る
と
少
し
で
行
き
止
ま
り
。
上
の
洞
は
く
ね
く
ね
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も

脇
室
程
度
で
あ
る
。
右
側
に
縦
穴
が
あ
る
。
覗
い
て
み
る
が
底
が
見
え
な
い
。

内
洞
の
最
深
部
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

朝
真
洞
を
出
て
、
つ
い
で
石
が
突
出
し
て
い
る
峯
頭
か
ら
南
に
下
る
。

一
里
ほ
ど
で
、
西
北
に
曲
が
り
、
ま
た
一
里
ほ
ど
で
冰
壺
洞
に
出
る
。
思

う
に
朝
真
洞
か
ら
下
っ
て
く
る
第
二
層
の
山
で
あ
る
。

冰
壺
洞
の
洞
口
は
、
空
に
向
か
っ
て
く
ち
ば
し
を
開
い
た
よ
う
で
あ
る
。

先
ず
洞
に
杖
を
投
げ
入
れ
、
つ
い
で
松
明
を
紐
で
つ
る
し
て
下
ろ
す
が
、
水

の
流
れ
る
音
を
聞
く
ば
か
り
で
底
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
岩
の
隙
間
に
手
を

か
け
、
虚
空
の
中
を
通
る
よ
う
に
し
て
、
洞
の
咽
喉
に
入
っ
て
い
く
。
す
る

と
忽
ち
、
轟
々
た
る
水
音
が
聞
こ
え
た
。
そ
こ
で
松
明
を
手
に
取
り
、
そ
ろ

そ
ろ
と
進
む
と
、
洞
の
中
央
に
、
一
筋
の
滝
が
空
か
ら
落
ち
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
。〔
氷
の
花
か
玉
の
か
け
ら
の
よ
う
な
水
し
ぶ
き
が
上
が
り
、
暗
黒
の
中
で
銀

白
の
輝
き
を
見
せ
て
い
る
。〕
そ
の
滝
の
水
は
石
の
中
に
注
い
で
い
る
が
、
そ
の

後
ど
こ
へ
流
れ
て
い
く
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

再
び
松
明
を
手
に
し
て
、
四
方
を
探
索
し
た
。
洞
窟
と
し
て
縦
方
向
に
深

い
こ
と
は
朝
真
洞
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
が
、
屈
曲
ぶ
り
は
及
ば
な
い
。

冰
壺
洞
を
出
て
、
真
っ
直
ぐ
一
里
ば
か
り
下
る
と
、
双
龍
洞
で
あ
る
。
洞

は
二
つ
の
門
が
あ
る
。〔
瑞
峯
が
言
う
「
こ
の
洞
は
初
め
は
門
は
一
つ
で
あ
っ
た
。
南

に
向
か
っ
て
い
る
門
は
、
万
暦
年
間
に
、
水
の
流
れ
が
崖
の
石
を
押
し
倒
し
て
で
き
た
も

の
で
あ
る
」
と
。〕
一
門
は
南
向
き
で
、
一
門
は
西
向
き
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
外

洞
で
あ
る
。
中
は
大
き
く
広
々
と
し
て
い
て
、
大
き
な
建
物
が
高
く
聳
え
、
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四
方
に
門
を
開
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
小
さ
な
部
屋
や
脇
室
の
よ
う

な
感
じ
は
全
く
無
い
。
し
か
し
内
部
に
は
石
の
柱
が
く
ね
く
ね
と
曲
が
り
、

鍾
乳
石
が
垂
れ
下
が
り
、
様
々
な
不
思
議
な
景
観
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
が

「
双
龍
」
の
名
の
由
来
で
あ
る
。

内
部
に
と
て
も
古
い
石
碑
が
二
つ
あ
る
。
立
っ
て
い
る
方
に
は
「
双
龍
洞
」

の
三
字
が
刻
ま
れ
、
横
た
わ
っ
て
い
る
方
に
は
「
冰
壺
洞
」
の
三
字
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
燥
筆
に
よ
っ
て
飛
白
体
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
揮
毫

者
の
姓
名
を
記
さ
な
い
。
き
っ
と
、
近
代
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

流
水
が
洞
の
後
ろ
か
ら
内
門
を
通
っ
て
西
に
出
て
、
外
洞
を
経
由
し
て
流

れ
去
る
。
う
つ
む
い
て
、
水
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
を
じ
っ
と
見
た
と
こ
ろ
、

岩
が
そ
の
上
を
覆
っ
て
い
て
、
わ
ず
か
に
一
尺
五
寸
ほ
ど
の
隙
間
し
か
な
い
。

ま
さ
し
く
洞
庭
山
の
左
の
裾
野
の
丘
と
同
じ
で
、
地
面
に
這
い
つ
く
ば
る
よ

う
に
し
な
い
と
、
中
に
入
れ
な
い
。
た
だ
洞
庭
山
の
場
合
は
、
地
面
が
土
で

あ
っ
た
が
、
こ
こ
双
龍
洞
で
は
下
が
水
で
あ
る
の
が
異
な
っ
て
い
る
。

瑞
峯
が
私
の
た
め
に
潘
姥
の
家
か
ら
浴
盆
を
借
り
て
く
れ
た
。〔
こ
の
姥
は
洞

口
に
住
ん
で
い
る
。〕
姥
が
茶
菓
で
も
て
な
し
て
く
れ
る
。

そ
こ
で
、
衣
を
脱
い
で
盆
の
中
に
置
き
、
裸
で
水
の
中
に
伏
し
て
入
り
、

盆
を
手
で
押
し
て
狭
い
口
を
入
る
。
隘
路
を
五
六
丈
ば
か
り
進
む
と
、
た
ち

ま
ち
ぐ
ー
ん
と
広
が
っ
て
い
る
。

一
枚
の
平
ら
な
石
板
が
洞
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
地
面
か
ら
数
尺
離
れ

て
お
り
、
大
き
さ
は
数
十
丈
、
薄
さ
は
僅
か
に
数
寸
し
か
な
い
。
そ
の
石
板

の
左
側
か
ら
は
鍾
乳
石
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
。
そ
の
色
は
つ
や
や
か
で
形

は
幻
想
的
で
、
宝
玉
で
作
ら
れ
た
柱
や
旗
竿
の
よ
う
で
、
洞
の
中
に
縦
横
に

並
ん
で
立
っ
て
い
る
。
そ
の
石
板
の
下
の
方
は
、
門
を
開
き
隙
間
を
空
け
て

い
る
よ
う
に
分
か
れ
て
い
て
、
曲
が
り
く
ね
り
、
表
面
は
冷
た
く
輝
い
て
い

る
。
流
れ
を
遡
っ
て
更
に
進
む
と
、
洞
が
だ
ん
だ
ん
低
く
な
っ
て
い
て
、
と

う
と
う
進
め
な
く
な
っ
た
。
こ
の
洞
の
側
面
の
石
の
辺
り
に
水
が
流
れ
出
し

て
い
る
小
さ
な
穴
が
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
は
指
を
入
れ
ら
れ
る
く
ら
い
し
か

な
く
、
水
は
そ
の
中
か
ら
流
れ
出
し
て
い
る
。
私
は
口
で
そ
の
水
を
受
け
て

み
た
が
、
甘
く
冷
た
い
こ
と
が
得
も
言
わ
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
お
お
よ
そ

内
洞
の
広
さ
深
さ
は
外
洞
よ
り
も
勝
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
と
め
る
と
、
朝
真
洞
は
「
一
つ
の
隙
間
か
ら
天
光
が
注
ぐ
」
の
が
奇
勝

で
、
冰
壺
洞
は
滝
が
も
た
ら
す
「
無
数
の
珠
玉
」
が
特
異
な
光
景
、
双
龍
洞

は
外
洞
に
は
二
つ
の
門
が
あ
っ
て
、
内
洞
に
は
重
な
る
帳
が
垂
れ
下
が
る
と

い
う
、
水
陸
を
兼
ね
て
い
て
、
暗
さ
と
明
る
さ
の
両
方
に
お
い
て
不
思
議
な

光
景
を
現
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

双
龍
洞
を
出
る
と
、
太
陽
が
既
に
中
天
に
昇
っ
て
い
た
。
潘
姥
が
黄
粱
を

炊
い
て
食
事
の
用
意
を
し
て
い
て
く
れ
た
。
彼
女
の
好
意
に
感
謝
し
て
頂
い

た
が
、
御
礼
に
杭
州
で
購
入
し
た
傘
を
一
張
り
進
呈
し
た
。

か
く
し
て
鹿
田
寺
の
瑞
峯
・
従
聞
の
二
人
に
別
れ
を
告
げ
、
西
に
山
嶺
を

一
つ
越
え
る
。
そ
の
山
嶺
の
西
側
に
は
窪
地
が
あ
る
。
北
か
ら
中
へ
入
り
、

そ
の
ま
ま
東
へ
曲
が
る
。
双
龍
洞
か
ら
五
里
の
地
で
あ
る
。

さ
ら
に
山
を
半
里
上
る
と
講
堂
洞
で
あ
る
。
こ
の
洞
に
も
二
つ
の
門
が
あ

り
、
ひ
と
つ
は
西
北
に
、
も
う
ひ
と
つ
は
西
南
に
向
か
っ
て
い
る
。
広
々
と

し
て
い
て
清
潔
で
あ
り
、
そ
の
高
さ
は
双
龍
洞
に
勝
る
が
、
幽
冥
さ
に
お
い

て
は
双
龍
洞
に
は
及
ば
な
い
。
そ
こ
に
居
住
し
た
り
休
ん
だ
り
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
。
そ
の
昔
、
劉
孝
標
が
払
子
を
揮
っ
た
所
で
あ
る
。

今
は
観
音
菩
薩
の
塑
像
が
そ
の
中
に
あ
る
。
思
う
に
こ
こ
は
、
北
山
の
後
ろ

の
支
脈
で
南
に
下
が
る
う
ち
の
第
一
嶺
が
、
そ
の
南
に
向
か
っ
て
金
華
三
洞
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を
め
ぐ
り
、
ま
た
北
に
開
い
て
こ
の
講
堂
洞
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

山
嶺
の
下
の
盆
地
の
人
々
は
石
灰
を
作
る
の
を
生
業
と
し
て
い
る
。
そ
こ

を
流
れ
る
小
川
は
涸
れ
果
て
て
い
て
一
筋
も
な
く
、
村
人
は
わ
ざ
わ
ざ
山
を

登
っ
て
講
堂
洞
ま
で
水
を
汲
み
に
行
く
。

（
そ
の
涸
れ
た
）
川
底
を
渡
り
、
ふ
た
た
び
西
に
向
か
っ
て
第
二
の
山
嶺
を

越
え
る
と
、
北
山
の
後
ろ
の
支
脈
が
南
に
下
る
、
第
二
の
層
で
あ
る
。
嶺
を

下
る
と
窪
地
が
ぐ
ぐ
っ
と
迫
っ
て
く
る
。
そ
の
窪
地
で
は
さ
ら
さ
ら
と
水
が

流
れ
る
小
川
が
北
か
ら
流
れ
込
ん
で
い
る
。
ま
た
そ
の
小
川
を
渉
っ
て
西
に

進
み
、
再
び
山
嶺
に
沿
っ
て
北
に
上
る
と
、
石
橋
が
口
を
あ
け
た
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
、
水
が
湧
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
が
北
山
後
支
脈
の
南
下
し

た
第
三
の
層
で
あ
る
。
外
側
は
狭
ま
っ
て
い
て
、
内
側
は
曲
が
り
く
ね
っ
て

い
る
。
こ
こ
は
玲
瓏
巌
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
講
堂
洞
か
ら
約
六
里
で
あ

る
。こ

の
山
嶺
に
隣
接
す
る
窪
地
に
は
、
民
家
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
お
り
、
自

然
と
一
つ
の
郷
村
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
あ
の
陶
淵
明
が
描
い
た
桃
源
郷

と
て
、
こ
こ
に
は
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
転
じ
て
西
に
進
み
、
山
嶺

を
一
つ
越
え
れ
ば
、
蘭
渓
県
と
の
境
界
で
あ
る
。
山
嶺
を(

南
に
）
下
れ
ば
紐

杭
で
あ
る
。
こ
こ
も
ま
た
民
家
が
数
十
軒
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
山
嶺
を
（
西

に
）
一
つ
越
え
た
と
こ
ろ
を
思
山
祠
と
言
う
。
つ
ま
り
そ
こ
が
、
北
山
後
支

南
下
の
第
四
の
層
で
あ
る
。
玲
瓏
巌
か
ら
は
西
に
六
里
く
ら
い
で
あ
る
。

こ
の
時
、
太
陽
が
沈
も
う
と
し
て
い
た
。
洞
源
寺
へ
の
路
を
尋
ね
る
と
、

あ
る
人
は
「
十
里
」
と
言
い
、
ま
た
あ
る
人
は
「
五
里
」
と
い
う
。﹇
速
や
か

に
山
嶺
を
下
り
、﹈
小
川
に
沿
っ
て
南
に
五
里
進
む
と
、
暮
れ
に
白
坑
に
至
っ

た
。
こ
こ
も
村
人
は
多
く
、
石
灰
作
り
を
生
業
と
し
て
い
た
。

さ
ら
に
ま
た
西
に
進
み
石
塔
嶺
を
越
え
る
と
、
そ
こ
が
北
山
後
支
南
下
の

第
五
の
層
で
あ
る
。
洞
源
寺
は
そ
の
山
嶺
の
後
ろ
の
高
い
峯
の
北
に
あ
る
。

こ
の
山
嶺
か
ら
脇
道
の
小
道
を
通
っ
て
上
れ
ば
僅
か
に
一
里
ば
か
り
で
あ
る

が
、
正
面
か
ら
登
る
道
は
、
一
旦
山
を
下
り
た
麓
の
洞
の
傍
ら
に
あ
る
。
そ

も
そ
も
こ
の
地
に
も
三
洞
が
あ
る
。
下
に
あ
る
の
が
水
源
洞
で
、〔
一
名
は
湧
雪

洞
で
あ
る
。〕
上
に
あ
る
の
が
上
洞
、〔
一
名
白
雲
洞
で
あ
る
。〕
真
ん
中
が
紫
雲
洞

で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
総
称
し
て
「
水
源
」
と
い
う
。
だ
か
ら
同
じ
寺
を

「
水
源
」
と
言
っ
た
り
、「
上
洞
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
洞
源
寺
と
水

源
洞
と
は
異
な
る
場
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。

山
嶺
上
の
小
道
か
ら
寺
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
、
だ
か
ら
先
ほ
ど
「
五
里
」

と
言
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
水
源
洞
ま
で
嶺
を
下
り
、
そ
こ
か
ら
再
び
上
る
こ

と
も
で
き
る
、
だ
か
ら
別
の
人
は
「
十
数
里
」
と
い
っ
た
の
だ
。

時
に
真
っ
暗
と
な
り
山
道
も
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
道
を
尋
ね
ら

れ
る
地
元
の
人
も
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
大
き
め
の
道
に
沿
っ
て
山
を
下

る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
西
へ
分
か
れ
、
下
る
小
道
が
あ
っ
た
。
私
は
静
聞
を

説
得
し
て
そ
の
小
道
を
進
む
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
し
ば
ら
く
し
て
も
寺
に

行
き
着
か
ず
、
石
灰
を
焼
く
か
ま
ど
が
眼
前
に
い
っ
ぱ
い
見
え
る
ば
か
り
で

あ
っ
て
、
小
道
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
。
ち
ょ
う
ど
う
ろ
う
ろ
し
て
い

る
内
に
、
か
す
か
な
灯
火
が
遙
か
に
見
え
た
。
速
や
か
に
そ
こ
に
走
っ
た
と

こ
ろ
、
粉
挽
き
小
屋
で
あ
っ
た
。
そ
こ
の
住
人
が
言
う
に
は
「
こ
の
地
は
水

源
と
い
う
所
で
あ
る
。
こ
の
窪
地
か
ら
北
に
行
っ
て
洪
橋
を
渡
り
、
右
の
尾

根
道
に
従
っ
て
三
里
上
れ
ば
上
洞
寺
で
あ
る
」
と
。
深
夜
で
あ
り
、
行
き
着

く
の
が
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
小
屋
に
泊
め
て
も
ら
お
う
と
し
た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
人
は
「
月
が
昼
の
よ
う
に
明
る
く
、
こ
の
山
の
小
道
に
は
分
か

れ
道
も
な
い
。
行
く
の
に
支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
。
そ
こ
で
初
め
て
、

洞
源
寺
は
北
山
第
五
の
層
の
北
側
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
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そ
こ
で
渓
流
を
遡
り
、
西
北
に
進
ん
で
洪
橋
に
至
る
。
白
坑
か
ら
お
よ
そ

四
里
で
あ
っ
た
。
橋
を
渡
っ
て
北
に
向
か
い
、
尾
根
道
を
踏
み
し
め
て
一
里

ほ
ど
上
り
、
東
に
曲
が
っ
て
更
に
一
里
ほ
ど
進
み
、
漸
く
洞
源
寺
に
行
き
着

い
た
。
無
理
を
頼
ん
で
投
宿
す
る
。

寺
に
「
霊
洞
」
に
つ
い
て
話
す
僧
侶
が
宿
泊
し
て
い
た
。
そ
こ
で
趙
相
国

に
「
六
洞
霊
山
」
に
関
す
る
刻
石
が
あ
る
の
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
こ
こ

の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
は
っ
き
り
し
な
い
う
ち
に
寝
て
し
ま
う
。

﹇
注
﹈
従
聞
…
も
と
靜
聞
。
し
か
し
彼
は
徐
霞
客
共
々
訪
問
者
で
あ
る
。
瑞
聞
が
「
同

行
す
る
よ
う
」
さ
せ
た
と
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
こ
は
寺
僧
の
従
聞
の
方
が
ふ
さ
わ
し

い
。

朝
真
洞
…
道
教
の
真
人
が
こ
こ
で
修
行
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
の
命
名
と
い

う
。

と
て
も
高
い
…
も
と
「
千
丈
」。
こ
こ
は
、
実
数
で
は
な
く
、
と
て
も
高
い
こ

と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

宝
石
で
で
き
て
い
る
灯
火
…
も
と
「
宝
炬
」。
蝋

燭
の
美
称
だ
が
、
こ
こ
で
は
訳
の
よ
う
に
解
し
た
。

冰
壺
洞
…
縦
穴
で
、
狭
い
口

か
ら
入
る
と
、
内
部
に
小
さ
な
穴
か
ら
注
ぐ
瀧
が
あ
る
。
滝
壺
は
な
く
、
落
下
し
た

水
は
四
散
し
て
伏
流
す
る
。
今
は
、
双
龍
洞
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

双
龍
洞
…
洞

口
の
両
側
に
龍
頭
に
似
た
鍾
乳
石
が
あ
る
こ
と
か
ら
の
命
名
。
内
外
洞
か
ら
な
り
、

外
洞
は
広
々
と
し
た
空
間
を
な
し
、
そ
の
奥
に
内
洞
へ
の
入
り
口
が
あ
る
。
入
り
口

は
と
て
も
狭
く
、
水
が
湛
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
舟
に
横
た
わ
っ
て
で
な
い

と
入
れ
な
い
。

燥
筆
…
墨
を
あ
ま
り
つ
け
な
い
書
き
方
。

飛
白
…
書
法
の
ひ
と

つ
で
、
か
す
れ
書
き
。

洞
庭
…
洞
庭
は
湖
南
省
北
部
の
大
湖
。
ま
た
太
湖
（
浙
江

省
）
の
別
名
。
ま
た
太
湖
中
に
あ
る
山
。
こ
の
洞
庭
が
ど
れ
を
指
す
の
か
は
不
詳
。

一
応
訳
の
ご
と
く
解
し
た
。

劉
孝
標
…
劉
峻
（
四
六
二
〜
五
二
一
）。
山
東
の
人
、

孝
標
は
字
。
金
華
を
隠
棲
の
地
と
定
め
る
と
、
彼
を
慕
っ
て
多
く
の
人
士
が
参
集
し
、

大
き
な
天
然
洞
を
課
堂
と
し
て
講
学
し
た
。
そ
れ
が
講
堂
洞
で
あ
る
。

洞
源
寺
…

宋
太
平
興
国
八
年
（
九
八
三
）
創
建
と
伝
え
る
。
上
洞
寺
・
棲
真
教
院
・
棲
真
寺
と

も
称
さ
れ
た
。

趙
相
國
…
趙
志
皐
（
一
五
二
四
〜
一
六
○
一
）。
字
は
汝
邁
、
蘭
渓

の
人
。
隆
慶
二
年
（
一
五
六
八
）
の
進
士
。
蘭
渓
の
東
南
十
五
里
の
霊
洞
山
に
秘
書

楼
・
三
山
斎
・
六
虚
堂
な
ど
を
建
て
、
賓
客
と
景
勝
の
地
を
詠
じ
、
南
京
に
赴
任
す

る
際
に
、
詩
を
刻
し
て
残
し
た
と
い
う
。

十
一
日

黎
明
に
起
き
る
と
、（
昨
夜
会
話
し
た
）
僧
は
既
に
出
立
し
て
い

た
。私

は
寺
の
前
殿
を
過
ぎ
、
黄
貞
父
の
碑
を
読
ん
だ
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
六

洞
」
と
は
、
金
華
の
「
三
洞
」
と
こ
の
山
の
「
三
洞
」
と
を
あ
わ
せ
て
、「
六
」

と
し
た
も
の
だ
と
知
っ
た
。

前
殿
を
出
る
と
、
趙
相
国
の
祠
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
前
に
当
た
っ
て
い
る
。

高
く
聳
え
る
楼
閣
が
あ
る
。
趙
相
国
の
「
霊
洞
山
房
集
」
や
「
六
虚
堂
記
」

で
称
さ
れ
る
「
霊
洞
山
房
」
と
は
こ
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
は
久
し
く
こ

こ
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
の
だ
が
、
今
思
い
が
け
ず
そ
れ
に
出
会
う
こ
と
が
で

き
た
。
自
然
（
偶
然
？
）
が
も
た
ら
す
成
果
は
、
人
が
あ
れ
こ
れ
と
作
為
す

る
よ
り
も
、
遙
か
に
霊
妙
な
働
き
を
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
朝
食

を
待
た
ず
に
、
静
聞
と
と
も
に
、
寺
の
後
ろ
か
ら
石
畳
を
踏
ん
で
北
に
登
り
、

先
ず
白
雲
洞
を
尋
ね
る
こ
と
に
す
る
。〔
洞
は
寺
の
北
二
里
に
あ
る
。〕

一
里
で
山
嶺
の
頂
に
達
す
る
。
そ
こ
を
越
え
て
北
に
進
む
。
嶺
は
へ
こ
ん

で
い
て
突
然
ぐ
る
っ
と
ま
わ
り
な
が
ら
下
り
、
鉢
型
に
窪
み
を
作
っ
て
い
る
。

草
藪
を
掻
き
分
け
な
が
ら
下
る
と
、
深
い
洞
が
一
つ
あ
り
、
漆
黒
の
闇
へ
と

落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
こ
そ
あ
の
白
雲
洞
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
あ

ま
り
に
狭
い
た
め
に
疑
惑
の
念
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
す
る
と
突
然
一
人
の
樵
夫

が
洞
の
上
を
通
り
過
ぎ
た
。
仰
ぎ
見
て
彼
に
質
問
し
た
。
す
る
と
「
白
雲
洞
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は
さ
ら
に
北
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
洞
の
窓
で
す
」
と
言
う
。
そ
こ
で
再
び

上
り
、
北
に
向
か
う
。
し
か
し
そ
の
間
、
水
は
全
く
な
い
。

二
つ
の
山
に
挟
ま
れ
る
間
に
、
ぐ
る
っ
と
廻
っ
て
一
大
窪
地
を
形
成
し
て

い
る
。
広
さ
は
百
丈
に
近
づ
き
、
深
さ
も
数
十
丈
あ
り
、
螺
旋
状
に
下
っ
て

い
る
。﹇
も
し
水
が
そ
こ
に
湛
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、仙
遊
県
の
鯉
湖
と
同
じ
だ
。﹈

し
か
る
に
こ
こ
は
水
が
無
い
。
私
が
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
四
方
を
頂
に
囲

ま
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
こ
に
水
が
注
ぐ
裂
け
目
が
無
い
窪
地
は
、
こ
こ
だ

け
で
あ
る
。

ま
た
下
り
、
左
へ
の
分
か
れ
道
沿
っ
て
、
西
へ
山
の
狭
間
へ
と
転
ず
れ
ば
、

そ
こ
が
白
雲
洞
で
あ
る
。

（
白
雲
洞
）
は
洞
門
が
北
を
向
き
、
門
の
頂
部
分
に
横
様
に
裂
け
た
石
が
懸

か
っ
て
い
て
梁
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
洞
の
中
か
ら
仰
ぎ
見
れ
ば
、
ぐ
っ

と
曲
が
っ
た
様
は
、
天
台
山
寒
巌
山
に
あ
っ
た
「
鵲
橋
」
が
空
に
横
た
わ
っ

て
い
る
の
と
同
じ
景
色
で
あ
る
。

洞
に
入
り
、
左
に
曲
が
り
、
だ
ん
だ
ん
と
下
っ
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
暗
く

な
る
。
高
く
聳
え
る
門
が
あ
り
、
内
側
は
と
て
も
深
い
様
子
で
、
門
の
外
に

は
石
の
屏
風
と
遙
か
に
対
峙
し
て
い
る
。（
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
て
直
進
し
、）

暗
黒
の
闇
の
中
を
杖
で
地
面
を
探
り
な
が
ら
数
十
歩
行
く
と
、
洞
窟
内
は
だ

ん
だ
ん
広
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
灯
火
が
無
く
、
あ
た
り
を
見
渡
し
て
も

何
も
見
え
な
い
。
そ
こ
で
歩
み
を
返
し
て
引
き
返
す
。
途
中
ま
で
引
き
返
し
、

先
ほ
ど
ス
ル
ー
し
た
高
く
聳
え
る
門
に
入
る
。
は
じ
め
は
暗
黒
の
闇
し
か
見

え
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
光
線
が
安
定
す
る
と
、
歴
歴
と
し
て
色
々

な
も
の
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
更
に
門
と
対
峙
し
て
い
た
石
屏
風
の
所
を

廻
っ
て
洞
を
出
、
山
嶺
を
越
え
て
寺
に
帰
る
。

朝
食
後
、
寺
を
出
発
し
、
元
の
道
を
た
ど
っ
て
西
に
下
る
。
二
里
で
洪
橋

に
至
る
。
今
度
は
こ
れ
を
渡
ら
ず
、
橋
の
左
側
の
民
居
の
後
ろ
を
半
里
行
き
、

紫
雲
洞
に
上
る
。

洞
門
は
西
に
向
い
て
い
る
。
洞
口
は
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
上
下
と
も
平

ら
で
整
っ
て
い
る
。
其
の
間
に
四
五
本
の
鍾
乳
石
の
垂
れ
下
が
っ
た
柱
が
あ

り
、
門
や
窓
を
開
い
た
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
洞
の
内
と
外
と
を
二
つ
の
層

に
区
切
っ
て
い
る
。﹇
玉
の
窓
や
緑
の
旗
竿
の
よ
う
な
石
が
洞
内
に
は
ど
こ
に

で
も
あ
る
。
洞
は
広
く
ま
た
奥
深
く
、
岩
石
の
表
面
も
十
分
に
美
し
い
。﹈

洞
の
北
の
隅
に
ま
た
奥
深
い
洞
が
あ
る
。
曲
が
り
く
ね
っ
て
深
い
よ
う
だ

が
、
松
明
が
無
い
の
で
や
む
な
く
引
き
返
す
。

洞
か
ら
下
っ
て
（
洪
橋
へ
戻
り
、
今
度
は
）
こ
の
橋
を
渡
り
、
渓
流
沿
い

に
東
へ
進
む
。
山
の
石
が
半
分
程
削
ら
れ
て
い
て
、
掘
削
さ
れ
た
よ
う
な
絶

壁
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
麓
は
石
灰
焼
き
の
た
め
の
柴
が
積
ま
れ
、
道
を
縦

横
に
ふ
さ
い
で
い
る
。
こ
こ
が
昨
夜
、
道
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

所
で
あ
ろ
う
。
石
の
梁
を
渡
る
と
、
水
源
洞
は
そ
の
傍
ら
に
あ
る
。

洞
門
は
南
向
き
で
、
ち
ょ
う
ど
小
川
の
上
を
跨
ぐ
よ
う
で
あ
る
。
洞
口
に

は
鍾
乳
石
が
乱
れ
下
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
柱
は
、
下
か
ら
上
に
つ

な
が
っ
て
い
て
、
手
に
持
っ
て
持
ち
上
げ
た
み
た
い
で
あ
る
。﹇
そ
の
上
に
は

透
き
通
る
よ
う
な
美
し
い
鍾
乳
石
が
お
び
た
だ
し
い
数
で
下
が
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
ま
た
一
つ
の
小
さ
な
洞
が
開
い
て
い
る
。
幻
想
的
で
蜃
気
楼
の
よ
う

な
景
観
を
な
し
て
い
る
。﹈

洞
の
内
部
は
上
下
二
層
に
分
か
れ
て
い
る
。
下
層
は
小
川
の
水
が
流
れ
出

て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
洞
内
で
は
川
は
涸
れ
て
い
た
。
し
か
し
洞
を
数

歩
で
る
と
、
小
川
に
あ
ふ
れ
出
る
ば
か
り
の
水
が
あ
る
。
思
う
に
、
洞
内
の

水
は
、
水
碓
に
よ
っ
て
洞
の
側
面
に
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

洞
の
上
層
は
洞
門
か
ら
石
畳
を
踏
ん
で
上
る
。
奥
に
入
る
に
従
っ
て
次
第
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に
下
っ
て
い
く
。
下
り
き
る
と
無
限
の
広
が
り
の
場
所
に
来
た
よ
う
な
感
じ

が
し
た
。
と
て
も
遠
く
で
滝
の
音
が
聞
こ
え
る
。
し
か
し
明
か
り
が
無
い
の

で
、
奥
を
窮
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

洞
を
出
て
、
洞
口
の
﹇
柱
を
持
ち
上
げ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
の
内
側
に
﹈
座

り
、﹇
古
老
の
よ
う
な
奇
幻
な
石
の
様
を
眺
め
る
。﹈
こ
の
二
日
間
を
振
り
返

る
に
、
金
華
に
お
い
て
四
つ
の
洞
を
、
蘭
渓
に
お
い
て
も
同
じ
く
四
つ
の
洞

を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
地
で
は
六
洞
を
も
っ
て
、
霊
妙
さ
を
集
め

た
も
の
だ
と
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
私
は
八
洞
の
景
勝
を
極
め
尽
く
し
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
洞
の
優
劣
を
評
価
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

双
龍
洞
が
第
一
位
、
水
源
洞
が
第
二
位
、
講
堂
洞
が
第
三
位
、
紫
霞
洞
が

第
四
位
、
朝
真
洞
が
第
五
位
、
冰
壺
洞
が
第
六
位
、
白
雲
洞
が
第
七
位
、
洞

窗
が
第
八
位
、
こ
れ
が
金
華
八
洞
に
つ
い
て
の
順
位
で
あ
る
。
こ
れ
に
新
城

県
の
山
を
加
え
る
な
ら
ば
、
洞
山
が
あ
る
。
こ
こ
は
二
つ
の
洞
口
が
並
ん
で

開
き
、
左
は
明
る
く
右
は
暗
い
。
明
る
い
方
は
色
鮮
や
か
な
霞
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
暗
い
方
は
水
洞
と
陸
洞
と
に
分
か
れ
て
い
た
。
洞
の
中
に
は

仙
人
の
耕
地
に
穀
物
が
繁
茂
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
畦
が
重
な
り
波
紋
が

平
ら
に
広
が
り
、
宝
玉
の
よ
う
な
扉
が
次
々
と
続
き
、
狭
い
門
が
分
か
れ
立

っ
て
洞
穴
が
曲
が
り
く
ね
る
。
こ
の
洞
山
の
洞
窟
の
余
剰
部
分
で
も
っ
て
し

て
も
、
洞
窗
の
魅
力
の
不
足
を
補
完
で
き
る
も
の
が
あ
る
ほ
ど
だ
。
こ
の
点

に
よ
っ
て
金
華
八
洞
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
れ
ば
、
双
龍
洞
と
水
源
洞
の
間

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
第
三
位
以
下
の
洞
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
し
ば
ら
く
あ
れ
こ
れ
と
品
評
を
し
、
や
が
て
静
聞
と
一
緒
に
洞
源
か
ら

離
れ
た
。

昨
夜
来
、
道
を
尋
ね
た
水
車
小
屋
を
通
り
過
ぎ
、
西
の
山
嶺
に
従
っ
て
窪

地
を
出
る
。

西
南
に
十
五
里
行
っ
て
、
蘭
渓
県
の
南
門
に
達
し
た
。

宿
屋
に
入
る
。
顧
従
僕
は
ま
だ
食
事
の
用
意
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
せ
き

立
て
て
用
意
を
さ
せ
、
急
い
で
食
べ
て
乗
船
を
探
し
求
め
た
。
こ
の
時
、
政

府
軍
の
援
軍
が
北
に
向
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
船
は
借
り
あ
げ
ら
れ

て
い
て
待
機
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
援
軍
は
中
々
到
着
し
な

い
。
す
る
と
そ
こ
へ
北
か
ら
や
っ
て
く
る
小
舟
が
あ
っ
た
。
す
ぐ
さ
ま
そ
れ

に
乗
り
込
む
と
、
布
を
運
ぶ
運
搬
船
だ
っ
た
。
船
頭
は
出
発
す
る
つ
も
り
は

な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
こ
へ
船
を
徴
発
し
に
来
た
人
が
や
っ
て
き
た
。
そ

こ
で
船
頭
は
竿
を
刺
し
て
出
発
し
、
五
里
進
ん
で
、
横
山
頭
（
横
山
村
）
で
停

泊
し
た
。

﹇
注
﹈
黄
貞
父
…
黄
汝
亨
（
一
五
五
八
〜
一
六
二
四
）。
貞
父
は
字
で
、
銭
塘
の
人
。

万
暦
二
十
六
年
（
一
五
九
八
）
の
進
士
。
書
法
家
と
し
て
も
高
名
で
あ
っ
た
。

六

洞
…
徐
霞
客
は
か
く
言
う
が
、
今
で
は
、
蘭
渓
に
あ
る
、
涌
雪
・
紫
霞
・
白
雲
・
呵

呵
・
無
底
・
漏
斗
の
六
つ
の
洞
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

仙
遊
鯉
湖
…
福
建
省
仙
遊
県

の
九
鯉
湖
。「
徐
霞
客
遊
記
」
巻
一
に
「
遊
九
鯉
湖
日
記
」
が
あ
る
。

鵲
橋
…
天
台

山
の
寒
巌
山
に
あ
る
景
勝
の
ひ
と
つ
。「
徐
霞
客
遊
記
」
巻
一
「
遊
天
台
山
日
記
」
に

記
述
が
あ
る
。

水
碓
…
水
力
を
用
い
て
穀
物
を
碓
づ
く
道
具
。

十
二
日

黎
明
に
出
発
す
る
。

二
十
里
行
く
と
、
衢
江
の
南
岸
が
青
草
坑
で
あ
る
。〔
こ
こ
は
湯
溪
県
（
金
華

市
婺
城
区
内
）
に
属
す
。〕
そ
の
時
既
に
太
陽
は
中
天
に
昇
っ
て
い
た
。
川
の
水

が
極
端
に
少
な
く
な
り
、
船
は
重
く
て
喫
水
が
低
く
、
中
々
進
ま
な
く
な
っ

た
。
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さ
ら
に
十
五
里
で
裘
家
堰
（
蘭
渓
市
裘
家
村
）
に
至
る
。
船
頭
が
卸
船
を
捜

し
、
そ
れ
と
一
緒
に
停
泊
す
る
。
こ
の
夜
、
小
雨
が
降
っ
た
。
東
の
風
が
と

て
も
強
い
。

十
三
日

朝
が
明
け
る
と
、
空
の
雲
も
散
開
し
た
。
船
頭
は
船
室
一
室
分

の
布
を
取
り
出
し
て
卸
船
に
渡
す
。
風
が
や
が
て
次
第
に
航
行
に
よ
い
も
の

に
な
っ
て
き
た
。

（
そ
こ
で
出
帆
し
）
二
十
里
で
胡
鎮
（
龍
遊
県
湖
鎮
）
に
至
る
。

さ
ら
に
ま
た
二
十
里
で
龍
遊
県
（
衢
州
地
級
市
龍
遊
県
）
に
至
る
。
日
は
わ
ず

か
に
午
後
に
入
っ
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
別
の
卸
船
を
待
つ
こ
と
に
な
り
、

こ
こ
で
停
泊
す
る
。

十
四
日

朝
が
明
け
る
と
、
こ
の
船
に
乗
船
し
て
い
た
も
の
た
ち
は
、
船

足
が
あ
ま
り
に
遅
い
の
で
、
み
ん
な
し
て
船
賃
を
払
い
戻
さ
せ
、
陸
に
上
が

っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
お
か
げ
で
船
の
重
量
は
軽
く
な
り
、
ま
た
船
内
も

広
々
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
船
足
が
遅
い
と
は
言
っ
て
も
不
快
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
早
朝
か
ら
の
霧
は
既
に
晴
れ
、
四
周
の
山
々
が
遠
望
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
風
が
次
第
に
少
し
ず
つ
逆
風
と
な
っ
て
き
て
、
帆
を
操
る
の
に
苦
労
し

て
浅
瀬
に
乗
り
上
げ
な
い
の
が
精
一
杯
で
あ
る
。

四
十
五
里
進
ん
で
、
安
仁
（
衢
州
地
級
市
衢
州
区
安
仁
鎮
）
で
あ
る
。〔
こ
こ
が

龍
游
県
と
西
安
県
の
境
界
で
あ
る
。〕

さ
ら
に
十
里
進
ん
で
、
楊
村
に
泊
ま
る
こ
と
に
な
る
。〔
こ
こ
は
衢
州
か
ら
な

お
二
十
五
里
の
地
で
あ
る
。〕

こ
の
日
は
ト
ー
タ
ル
で
五
十
五
里
進
ん
だ
。
先
に
行
っ
て
い
た
船
に
追
い

つ
い
て
一
緒
に
停
泊
す
る
。
そ
こ
で
船
足
が
遅
れ
て
い
た
の
は
わ
れ
わ
れ
だ

け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

川
面
は
清
ら
か
で
月
は
白
く
輝
き
、
水
と
空
と
が
一
体
と
な
っ
て
一
つ
の

世
界
を
な
し
て
い
る
。
も
ろ
も
ろ
の
憂
い
や
雑
念
が
、
さ
っ
ぱ
り
と
洗
い
流

さ
れ
る
の
を
感
じ
た
。
我
が
身
一
身
と
村
落
の
樹
木
や
炊
ぎ
の
煙
と
が
渾
然

と
溶
け
合
っ
て
、
全
体
で
大
き
な
水
晶
の
球
と
な
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
そ
の

表
面
に
は
僅
か
の
隙
間
も
な
く
、
い
さ
さ
か
の
不
純
物
も
な
く
て
、
眼
前
の

全
て
の
景
物
は
軽
や
か
に
飛
翔
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

十
五
日

払
暁
に
連
続
し
て
二
つ
の
灘
を
遡
る
。
政
府
軍
の
援
軍
は
既
に

撤
収
し
て
お
り
、
貨
物
を
載
せ
た
船
が
湧
く
よ
う
に
し
て
下
っ
て
く
る
。
し

か
し
灘
の
口
が
狭
く
混
み
合
っ
て
、
上
り
も
下
り
も
焦
っ
て
ひ
し
め
い
て
い

る
。
先
に
は
船
を
得
る
の
が
難
し
か
っ
た
の
に
、
こ
こ
で
は
船
が
多
す
ぎ
て

困
難
に
陥
っ
て
い
る
。
旅
行
の
困
難
さ
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。

（
や
っ
と
抜
け
出
し
）
十
里
行
っ
て
樟
樹
潭
（
衢
州
市
衢
江
区
樟
潭
鎮
）
を
通
過

し
、
鶏
鳴
山
に
至
る
。
風
を
受
け
す
い
す
い
と
軽
や
か
に
流
れ
を
遡
っ
て
い

く
。十

五
里
で
衢
州
府
城
に
至
る
。
正
午
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。

浮
き
橋
を
く
ぐ
り
、
さ
ら
に
南
に
三
里
進
み
、
西
へ
折
れ
て
常
山
渓
口
に

入
る
。
風
が
良
好
で
帆
を
高
く
揚
げ
る
。

さ
ら
に
ま
た
二
里
で
花
椒
山
を
通
り
過
ぎ
る
。
両
岸
に
は
緑
な
す
橘
の
木

や
赤
い
楓
の
葉
が
次
々
と
現
れ
、
ゆ
っ
く
り
眺
め
て
楽
し
む
暇
が
な
い
ほ
ど

で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
十
里
で
、
北
に
曲
が
る
。

ま
た
五
里
進
む
と
黄
埠
街
（
航
埠
）
で
あ
る
。
果
実
が
な
る
橘
の
木
が
千
本

ほ
ど
も
あ
っ
て
、
ど
の
家
で
も
籠
に
果
実
を
ど
っ
さ
り
盛
っ
て
い
る
。
橘
の

-156-



実
を
売
ろ
う
と
い
う
船
が
、
川
い
っ
ぱ
い
に
並
ん
で
い
る
。
私
は
ち
ょ
っ
と

上
陸
し
て
橘
の
実
を
買
お
う
と
思
っ
た
が
、
船
頭
は
風
向
き
が
よ
い
こ
と
を

優
先
さ
せ
、
再
び
さ
っ
さ
と
帆
を
揚
げ
て
西
に
出
発
し
て
し
ま
っ
た
。

五
里
で
日
が
没
し
た
。

（
さ
ら
に
）
月
明
か
り
に
乗
じ
て
十
里
進
み
、
溝
溪
灘
の
ほ
と
り
で
停
泊
と

な
っ
た
。〔
こ
の
西
は
常
山
県
の
境
域
と
な
る
。〕

十
六
日

朝
日
が
鮮
や
か
に
明
る
い
。
東
風
が
益
々
強
く
な
る
。
朝
起
き

る
と
、
焦
堰
を
通
り
過
ぎ
た
。
山
は
廻
り
川
は
曲
が
っ
て
、
す
で
に
常
山
の

境
内
に
入
っ
て
い
る
。
西
安
県
に
は
山
に
橘
が
多
く
生
え
て
い
る
が
、
常
山

県
に
は
山
が
多
い
。
西
安
県
の
草
木
は
明
る
く
つ
や
や
か
で
、
常
山
県
で
は

山
の
樹
木
が
黒
っ
ぽ
く
色
彩
豊
か
で
な
い
。

流
れ
を
四
十
五
里
遡
り
、
昼
過
ぎ
に
常
山
県
に
至
る
。（
こ
の
よ
う
に
た
く

さ
ん
進
め
た
の
も
）
風
の
お
か
げ
で
あ
る
。

こ
こ
で
上
陸
し
、
常
山
県
の
東
門
で
担
夫
を
捜
し
求
め
て
傭
う
。

県
城
を
一
里
ば
か
り
で
通
り
抜
け
て
西
門
か
ら
出
る
。

十
里
進
む
と
辛
家
鋪
で
あ
る
。
山
の
小
道
は
寂
し
げ
で
、
一
軒
の
農
家
も

無
い
。

さ
ら
に
五
里
で
寂
れ
た
数
軒
の
小
屋
が
あ
っ
た
。
太
陽
は
も
う
西
に
沈
ん

で
い
る
。
前
途
に
泊
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
は
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
そ
こ

に
泊
め
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。〔
こ
の
地
は
十
五
里
と
い
う
。〕

注（
１
）「『
徐
霞
客
遊
記
』
訳
注
稿

西
南
遊
記
篇
（
其
一
）
―
「
浙
遊
日
記
」（
前
半
）」

『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
育
学
部
）』
第
六
一
巻
第
二
号
。

（「
浙
遊
日
記
」
了
）

(

二
〇
一
二
年
十
一
月
十
二
日
提
出)

(

二
〇
一
三
年

一
月
十
一
日
受
理)
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