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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
（
１
）。

　

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「
江
右
遊
日
記
」の
一
部（
崇

禎
九
﹇
一
六
三
六
﹈
年
十
月
十
七
日
か
ら
、
同
二
十
九
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
。

江
右
遊
日
記
の
概
要

　

十
月
十
七
日
に
、
徐
霞
客
は
陸
路
（
輿
轎
）
で
江
西
広
信
府
玉
山
県
に
入
る
。

玉
山
県
城
か
ら
船
で
信
江
を
遡
り
、
上
饒
府
治
に
泊
。
十
八
日
は
、
膿
傷
が
で

き
た
た
め
、
霊
山
の
探
索
は
あ
き
ら
め
、
船
で
鉛
山
河
口
ま
で
。
十
九
日
は
途

中
で
叫
巌
を
探
索
す
る
た
め
に
一
時
上
陸
す
る
が
、
そ
の
他
は
船
で
、
弋
陽
県

城
へ
。
二
十
日
、
同
行
の
静
聞
和
尚
に
荷
物
を
託
し
て
船
で
貴
渓
県
城
に
向
か

わ
せ
、
自
ら
は
従
僕
を
つ
れ
て
、
亀
峯
探
訪
に
出
る
。
二
十
一
日
に
は
終
日
亀

峯
を
訪
ね
歩
き
、
二
十
二
日
に
出
発
し
て
、
貴
渓
県
へ
向
か
う
。
二
十
三
日
、

静
聞
と
合
流
し
、
仙
人
橋
な
ど
の
貴
渓
県
南
の
諸
勝
を
探
訪
。
貴
渓
県
城
に
戻

る
。
二
十
四
日
か
ら（
お
そ
ら
く
車
を
雇
っ
て
）陸
路
で
龍
虎
山
一
帯
を
探
索
し
、

二
十
八
日
に
金
谿
県
城
を
経
由
し
て
、
二
十
九
日
に
建
昌
府
治
の
南
城
県
城
に

至
る
（
本
稿
は
こ
こ
ま
で
）。
亀
峯
や
馬
祖
巌
の
記
述
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
丹
霞

地
貌
」
の
特
色
を
思
わ
せ
る
、
露
出
し
た
岩
肌
、
横
様
に
裂
け
た
穴
な
ど
が
見

え
る
。

　

そ
の
後
、
新
城
県
・
南
豊
県
で
、
麻
姑
山
・
軍
峯
山
等
を
探
訪
、
十
一
月

十
九
日
に
は
撫
州
府
宜
黄
県
に
至
り
、
同
二
十
七
日
に
は
吉
安
府
永
豊
県
に
入

る
。
吉
水
県
・
吉
安
県
・
永
新
県
を
経
て
、
崇
禎
十
年
一
月
一
日
か
ら
四
日
に

か
け
て
、
武
功
山
を
探
訪
。
同
十
日
に
、
湖
南
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
陸

路
は
ほ
と
ん
ど
輿
轎
で
、
山
岳
探
索
の
折
り
の
み
が
徒
歩
で
あ
る
。

＊
次
頁
の
地
図
は
、
陸
軍
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
編
「
東
亜
五
十
万
分
一
地
図
」
を

加
工
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
徐
霞
客
遊
記
」
訳
注
稿
　
西
南
遊
記
篇
（
三
）

―
―
「
江
右
遊
日
記
」（
其
一
）
―
―

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
、
江
西
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訳
注

　
（
浙
江
衢
州
府
常
山
県
の
十
五
里
と
い
う
村
落
に
泊
）

　

十
月
十
七
日　

鶏
鳴
に
起
き
て
朝
食
を
摂
り
、
再
鳴
に
出
発
す
る
。

　

五
里
で
、
蔣
蓮
鋪
で
あ
る
。
月
が
皎
々
と
し
て
明
る
い
。
こ
こ
か
ら
南
に
転

じ
る
。山
々
が
周
囲
を
囲
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、そ
こ
に
村
落
が
見
え
始
め
る
。

　

ま
た
五
里
で
、
白
石
湾
（
不
詳
）
で
あ
る
。
朝
日
が
や
っ
と
上
り
始
め
る
。

　

ま
た
五
里
で
、
白
石
鋪
（
白
石
鎮
）
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
西
に
転
じ
る
。

　

ま
た
七
里
で
、
草
萍
公
館
で
あ
る
。〔
こ
こ
は
常
山
県
と
玉
山
県
と
の
境
で
あ

る
。〕
か
つ
て
は
駅
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
今
は
公
館
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
こ
こ
か
ら
江
西
広
信
府
玉
山
県
に
入
る
）

　

ま
た
西
に
三
里
で
、
南
か
ら
北
に
延
び
る
山
脈
の
背
で
あ
る
。
こ
の
山
脈
は

南
の
浙
江
江
山
県
の
二
十
七
都
の
小
筸
嶺
か
ら
発
し
、
西
に
進
ん
で
江
西
永
豊

県
の
東
側
を
通
り
、
く
ね
く
ね
と
曲
が
っ
て
こ
こ
に
至
る
。
背
の
南
と
北
に
は
、

円
い
峯
が
一
対
対
峙
し
て
い
る
が
、
越
え
る
背
の
部
分
は
低
く
な
っ
て
い
て
高

く
は
な
く
、
ま
た
狭
ま
っ
て
い
て
幅
広
で
は
な
い
。
背
の
西
側
に
北
か
ら
南
に

流
れ
る
渓
流
が
あ
る
。
そ
の
下
流
は
、
最
後
に
は
鄱
陽
湖
に
入
る
。
渓
流
の
西

に
は
石
が
門
の
よ
う
に
重
な
っ
て
い
る
。
門
の
南
北
と
も
に
、
玉
山
県
に
属
す
。

こ
こ
が
東
西
の
分
岐
点
と
な
る
。

　

ま
た
十
里
で
、
古
城
鋪
（
古
城
崗
）
で
あ
る
。
南
に
転
じ
る
。
よ
う
や
く
山

間
か
ら
抜
け
出
す
。

　

ま
た
五
里
で
、
金
雞
洞
嶺
（
金
鶏
嶺
）
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
西
に
転
じ
る
。

　

ま
た
五
里
で
、
山
塘
鋪
（
不
詳
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
か
ら
り
と
山
が
開
け
る
。

　

ま
た
十
里
で
、東
津
橋
で
あ
る
。石
橋
が
高
々
と
渓
流
の
上
に
架
か
っ
て
い
る
。

こ
の
渓
流
は
北
か
ら
南
に
流
れ
て
い
る
。
そ
の
水
源
の
山
は
、
屏
風
を
背
負
う

か
の
如
く
高
く
聳
え
て
お
り
、
玉
山
県
か
ら
は
北
の
か
た
三
十
里
以
上
の
と
こ

ろ
に
あ
る
。
思
う
に
、
草
萍
か
ら
（
西
に
進
ま
ず
に
）
北
へ
進
め
ば
、
西
の
か

た
こ
の
山
に
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。〔
こ
の
山
は
一
名
を
大
嶺
と

い
い
、
ま
た
三
清
山
と
も
い
う
。〕
山
の
西
は
上
饒
府
の
徳
興
県
で
あ
る
。
山
の

東
北
は
徽
州
府
の

源
県
で
あ
る
。
山
の
東
は
衢
州
府
の
開
化
県
と
常
山
県
で

あ
る
。
思
う
に
、
浙
江
・
南
直
隷
・
江
西
の
三
方
面
の
河
川
は
、
す
べ
て
こ
の

山
か
ら
分
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
以
前
、
堨
埠
（
不
詳
）
か
ら
裘
裡
（
不

詳
）
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
折
に
は
こ
の
山
の
東
南
の
谷
に
道
を
取

っ
た
。

　

東
津
橋
を
渡
り
、
西
に
五
里
で
、
玉
山
県
城
に
東
門
か
ら
入
る
。

　

一
里
あ
ま
り
で
西
門
か
ら
出
る
。
城
内
は
と
て
も
荒
廃
し
て
い
る
。
し
か
し

西
の
城
外
は
店
舗
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
川
か
ら
降
り
る
埠
頭

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
東
津
橋
の
下
を
流
れ
る
川
は
、
玉
山
県
城
の
南
を
廻
っ

て
西
に
流
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
船
を
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
時
既
に
午
後
で
あ
っ
た
。
川
の
水
は
涸
れ
て
い
て
、
搭
乗
で
き
る
大
き

な
船
は
な
か
っ
た
。
広
信
府
へ
向
か
う
小
船
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
借
り
て
乗
せ

て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

（
こ
こ
か
ら
船
）

　

二
十
里
で
日
が
暮
れ
た
。
船
頭
は
月
明
か
り
の
下
で
船
を
進
め
る
。

　

三
十
里
で
、
沙
渓
の
ま
ち
を
過
ぎ
る
。

（
こ
こ
か
ら
上
饒
県
に
入
る
）

　

ま
た
五
十
里
で
、
広
信
府
城
の
南
門
に
停
泊
す
る
。
午
前
零
時
頃
に
な
っ
て

い
た
。
沙
渓
の
ま
ち
は
、
店
舗
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
川
中
に
停
泊
し
て
い
る
小

船
は
百
以
上
も
あ
っ
た
。
両
岸
か
ら
は
水
車
の
音
が
途
切
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
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こ
の
地
に
は
盗
賊
が
多
い
と
聞
い
た
。
月
明
か
り
の
下
で
、
衣
を
掲
げ
て
川
を

渡
っ
て
い
る
者
を
見
た
。
十
分
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
広
信
府
の
西
に

二
十
里
の
と
こ
ろ
に
、
川
に
面
し
て
石
橋
が
あ
る
。
そ
の
下
流
に
は
九
股
松
が

あ
る
。
根
本
は
一
本
だ
が
、
幹
が
九
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
雲
霄
に
届
か
ん
ば

か
り
に
競
う
よ
う
に
伸
び
て
い
る
。
し
か
し
上
陸
し
て
そ
こ
を
訪
ね
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。〕

﹇
注
﹈
三
清
山
…
玉
山
県
と
徳
興
県
の
境
に
あ
る
道
教
の
名
山
。
最
高
峰
で
あ
る
玉
京
峯
で

称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。　

山
の
西
…
底
本
は「
山

之
陰
」
で
「
山
の
北
」
と
な
る
が
、
徳
興
県
は
三
清
山
の
西
に
位
置
す
る
の
で
、
改

め
て
訳
し
た
。

　

十
八
日　

早
朝
に
起
き
、
昨
日
か
ら
引
き
続
き
舟
を
借
り
、
鉛
山
県
河
口
鎮

へ
向
か
う
。

　

私
は
初
め
は
、
上
饒
県
か
ら
北
に
向
か
っ
て
霊
山
に
遊
ぶ
こ
と
を
計
画
し
て

い
た
。
加
え
て
そ
の
地
に
あ
る
北
山
寺
（
不
詳
）
は
廟
宇
が
と
て
も
盛
ん
で
あ

る
と
も
聞
い
て
い
た
の
で
、
一
度
見
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

に
わ
か
に
膿
傷
が
で
き
て
し
ま
い
、
行
動
が
思
う
が
ま
ま
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。

乗
っ
て
い
た
の
が
河
口
鎮
へ
向
か
う
舟
だ
っ
た
の
で
、
や
む
を
得
ず
そ
の
ま
ま

河
口
鎮
へ
向
か
う
こ
と
と
し
た
。
広
信
は
二
度
も
訪
れ
た
の
に
、
結
局
こ
こ
で

留
ま
っ
て
観
光
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

広
信
府
治
の
あ
る
ま
ち（
上
饒
市
）は
、
信
江
の
北
岸
に
横
た
わ
っ
て
い
る
が
、

城
壁
は
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
し
か
し
城
外
に
広
が
る
宅
地
や
商
店
街
と
遙
か

に
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
山
の
中
の
ま
ち
と
し
て
は
大
規
模
な
も

の
で
あ
る
。

　

ま
ち
の
東
に
霊
渓
が
注
い
で
い
る
。
霊
山
か
ら
発
し
て
い
る
川
で
あ
る
。
ま

ち
の
西
に
は
永
豊
渓
が
あ
る
。
永
豊
県
か
ら
流
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

広
信
か
ら
西
南
に
三
十
里
下
っ
た
と
こ
ろ
に
、
円
く
て
連
な
っ
て
い
る
峯
が

あ
る
。
山
の
色
は
赤
く
、
崖
が
く
ね
く
ね
と
曲
が
り
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
。
仙

来
山
（
不
詳
）
と
い
う
。

　

山
の
麓
を
過
ぎ
る
と
き
は
、
ま
だ
体
を
横
た
え
て
お
り
起
き
れ
な
か
っ
た
。

二
十
里
潭
（
不
詳
）
を
過
ぎ
、
馬
鞍
山
の
麓
に
至
る
に
及
ん
で
、
振
り
返
っ
て

仙
来
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
も
は
や
登
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

仙
来
山
か
ら
雷
打
石
（
不
詳
）
ま
で
の
二
十
里
の
間
は
、
川
の
両
側
に
釜
を

覆
し
た
り
、
牛
が
寝
そ
べ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
岩
山
が
並
ん
で
い
る
。
途
切

れ
た
り
、
連
続
し
た
り
し
て
、
た
だ
山
形
が
高
峻
を
極
め
る
だ
け
で
は
な
く
、

表
面
に
は
皺
や
模
様
が
な
く
つ
る
つ
る
で
、
わ
ず
か
な
土
や
植
物
も
な
い
。
山

が
途
切
れ
、
砂
洲
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
な
る
と
、
白
い
霜
の
あ
と
や

赤
い
楓
の
色
が
鮮
や
か
で
、
村
落
の
家
屋
と
映
え
合
っ
て
石
の
合
間
か
ら
姿
を

見
せ
、
ま
る
で
装
飾
を
施
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。　

ま
た
二
十
里
で
、
旁

羅
を
過
ぎ
る
。

（
こ
こ
は
鉛
山
県
）

　

こ
こ
か
ら
南
に
鵞
湖
山
を
望
む
。
削
っ
た
よ
う
に
天
高
く
聳
え
て
い
る
。
こ

こ
は
私
が
そ
の
昔
、
分
水
関
を
経
て
福
建
の
武
夷
山
幔
亭
峯
に
至
っ
た
道
で
あ

る
。
あ
れ
か
ら
は
や
二
十
年
で
あ
る
。
人
の
寿
命
な
ど
な
に
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
山
野
は
ま
る
で
昔
と
変
わ
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
の
に
。
短
い
人
生
を

せ
い
ぜ
い
楽
し
く
生
き
よ
う
と
い
う
思
い
に
さ
せ
る
も
の
だ
。

　

ま
た
二
十
里
で
、
鉛
山
河
口
鎮
に
至
る
。
太
陽
が
沈
ん
だ
。
流
れ
が
緩
や
か

で
風
が
逆
風
だ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
だ
け
し
か
進
め
な
か
っ
た
の
だ
。
東
南
の
分

水
関
を
源
と
す
る
川
が
河
口
に
注
い
で
い
る
。
鉛
山
県
城
を
経
て
、
こ
こ
に
至

っ
て
大
河
に
合
流
す
る
。
河
口
鎮
は
店
舗
が
甚
だ
多
く
、
大
河
の
左
岸
に
位
置

し
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
の
両
川
が
合
流
し
て
初
め
て
、
大
き
な
船
を
浮
か
べ
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る
の
に
耐
え
る
水
量
を
得
る
の
だ
ろ
う
。

﹇
注
﹈
短
い
人
生
を
…
原
本
は
「
秉
燭
之
思
」。「
人
生
は
短
い
の
で
、
夜
も
灯
火
を
と
も
し

て
楽
し
も
う
」
と
い
う
意
。
古
詩
十
九
首
に
「
生
年
不
満
百
、
常
懐
千
歳
憂
。
昼
短

苦
夜
長
、
何
不
秉
燭
遊
」（『
文
選
』
巻
二
十
九
）
と
あ
る
。
魏
文
帝
「
与
呉
質
書
」

や
李
白
「
春
夜
宴
従
弟
桃
花
園
序
」
に
「
古
人
秉
燭
夜
遊
」
と
し
て
引
か
れ
る
。

　

十
九
日　

朝
食
の
あ
と
、
貴
渓
へ
向
か
う
船
を
探
し
求
め
る
。
得
た
船
は
と

て
も
狭
い
。
他
の
乗
客
を
待
ち
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
出
発
す
る
。

　

こ
の
日
の
早
朝
は
、
雲
が
空
に
立
ち
こ
め
、
し
と
し
と
雨
が
時
に
降
る
。

　

三
十
里
で
、
西
の
方
の
叫
巌
に
至
る
。
渓
流
に
臨
ん
で
石
の
崖
が
わ
だ
か
ま

っ
て
突
出
し
、下
は
深
く
淵
の
中
に
沈
ん
で
い
る
。青
く
澄
み
切
っ
た
川
の
水
は
、

ま
る
で
染
料
を
流
し
た
か
の
よ
う
。
岩
の
上
に
は
横
穴
が
口
を
開
け
、
岩
の
腰

の
あ
た
り
を
廻
っ
て
い
る
。
穴
は
岩
の
内
側
を
貫
い
て
お
り
、
あ
た
か
も
、
高

い
と
こ
ろ
に
あ
る
屋
根
に
被
わ
れ
た
隧
道
の
よ
う
で
あ
る
。
出
入
り
す
る
窓
口

が
皆
は
っ
き
り
と
分
か
る
。
崖
の
上
に
「
漁
翁
隱
次
」
の
四
文
字
が
彫
ら
れ
て

い
る
。
崖
の
右
の
あ
た
り
は
石
段
が
波
を
洗
っ
て
い
る
。
急
い
で
水
主
に
声
を

か
け
、
舟
を
止
め
て
上
陸
す
る
。
石
柱
が
縦
横
に
並
ぶ
中
を
隙
間
が
突
き
通
り
、

岩
の
後
ろ
に
出
て
い
る
。
一
本
の
小
道
を
な
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
。
そ
こ

で
源
を
求
め
て
更
に
谷
の
中
に
入
っ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
谷
の
後
ろ
は

峯
々
が
取
り
巻
い
て
い
て
、
樹
木
が
鬱
蒼
と
被
っ
て
い
る
。
道
を
間
違
え
た
と

覚
っ
た
が
、
更
に
源
を
求
め
て
進
む
。
谷
が
廻
り
峯
が
取
り
巻
く
こ
の
地
で
は
、

住
民
は
低
地
を
区
切
っ
て
池
を
作
り
、
魚
を
養
殖
し
て
い
る
。
山
の
麓
の
あ
た

り
に
一
軒
の
家
が
あ
る
。
白
雲
や
緑
樹
の
中
に
見
え
隠
れ
し
、
ぼ
ん
や
り
と
し

た
幽
趣
が
あ
る
。
速
や
か
に
そ
の
家
に
行
っ
て
問
え
ば
、
そ
こ
は
既
に
興
安
県

の
境
域
だ
っ
た
。
前
面
に
対
峙
し
て
立
ち
、
伸
び
や
か
に
続
い
て
時
に
突
出
し

て
い
る
山
が
あ
る
。
団
雞
石
嶺
（
不
詳
）
で
あ
る
。
そ
こ
が
鉛
山
県
の
西
の
外

れ
で
あ
る
。

　

団
雞
石
嶺
の
西
が
叫
岩
寺
で
あ
る
。
叫
岩
寺
は
大
き
な
渓
流
（
信
江
）
に
臨

ん
で
お
り
、
左
に
「
魚
翁
隱
次
」
が
彫
ら
れ
て
い
た
岩
が
突
出
し
、
右
に
も
別

の
岩
が
突
出
し
て
い
る
。
そ
の
右
の
岩
の
前
に
は
、
円
い
峯
が
川
の
中
に
聳
え

立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
揚
子
江
に
お
け
る
金
山
・
焦
山
や
、
潯
陽

江
に
お
け
る
小
孤
山
と
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
の
峯
の
方
が
円
く
整
っ

て
い
る
。
こ
れ
が
印
山
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
叫
岩
寺
の
後
ろ
の
岩
は
、

中
が
中
空
で
、
岩
の
両
端
が
曲
が
り
な
が
ら
突
き
出
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
一

軒
の
家
屋
を
収
め
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
叫
巌
で
あ
る
。
岩
は
寺
院
の
陰
に
な
っ

て
い
て
、
景
色
の
よ
さ
と
い
え
ば
、
漁
隱
の
岩
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り

な
い
。

（
お
そ
ら
く
こ
こ
で
再
び
舟
に
乗
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）

　

叫
巌
か
ら
西
に
十
里
で
、
弋
陽
県
と
の
境
で
あ
る
。

（
こ
こ
か
ら
弋
陽
県
）

　

さ
ら
に
ま
た
渓
流
の
右
岸
に
き
ち
ん
と
対
峙
し
て
い
る
山
が
あ
る
。
屏
風
を

並
べ
た
よ
う
に
整
っ
て
い
る
。
そ
の
上
に
寺
院
が
あ
る
。
そ
の
名
前
は
分
か
ら

な
い
。
船
足
が
速
い
た
め
、
下
船
し
て
登
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
す

ば
ら
し
い
景
色
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
三
十
里
で
、
日
が
落
ち
た
。
西
南
の
方
角
が
よ
う
や
く
晴
れ
て
き
た
。

遙
か
に
、一
坐
の
峯
を
臨
む
、天
の
際
ま
で
突
き
通
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

尋
ね
る
と
「
亀
巌
」
で
あ
っ
た
。
私
は
お
お
い
に
心
を
惹
か
れ
た
が
、
乗
っ
て

い
る
の
は
貴
渓
へ
向
か
う
舟
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
舟
を
止
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　

さ
ら
に
十
里
で
、
弋
陽
県
城
の
東
の
関
に
至
る
。
こ
こ
で
荷
物
を
静
聞
和
尚

に
托
し
て
船
と
と
も
に
行
か
せ
、
自
分
は
従
僕
の
顧
某
と
と
も
に
、
東
の
関
の
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外
の
旅
館
に
泊
ま
る
。
明
日
の
亀
巌
へ
の
一
遊
の
た
め
で
あ
る
。
夜
半
に
風
が

叫
び
雨
も
降
っ
て
く
る
。

﹇
注
﹈
叫
巌
…
清
代
の
地
方
志
な
ど
に
は
記
録
が
あ
る
が
、
近
現
代
の
資
料
に
は
見
あ
た
ら

な
い
。　

亀
巌
…
亀
峯
と
も
い
い
、
ま
た
圭
峯
と
も
い
う
。
弋
陽
県
城
南
に
あ
る
丹

霞
地
貌
の
山
塊
。
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
い
て
い
る
。

　

二
十
日　

早
朝
に
起
き
る
。
雨
は
降
り
止
ま
な
い
。
黎
明
に
蓑
を
ま
と
っ
て

出
発
す
る
。

　

弋
陽
県
城
の
東
門
か
ら
入
る
。
こ
の
県
城
は
南
側
で
信
江
に
臨
ん
で
お
り
、

川
は
県
城
で
曲
が
っ
て
南
へ
向
か
い
、
城
壁
に
近
づ
い
て
か
ら
は
支
流
が
分
か

れ
出
て
濠
と
な
り
、
下
流
で
再
び
信
江
と
合
流
す
る
。

　

雨
の
中
を
県
の
役
所
の
前
を
通
り
過
ぎ
、
西
に
進
ん
で
西
南
の
門
に
至
る
。

そ
こ
で
ち
ょ
う
ど
、
亀
巌
出
身
の
舒
某
が
、
地
元
へ
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に

出
会
っ
た
。
そ
こ
で
彼
に
つ
い
て
行
く
こ
と
に
し
て
一
緒
に
城
門
か
ら
出
た
。

　

濠
を
過
ぎ
、
三
里
で
信
江
を
渡
る
。
川
の
南
に
塔
が
あ
る
。
弋
陽
の
水
の
取

り
入
れ
口
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
ず
っ
と
低
い
山
な
り
に
行
く
。
崩
れ
た
岩
や

石
が
、
あ
る
い
は
高
く
あ
る
い
は
低
く
塊
を
な
し
て
い
て
、
表
面
は
つ
る
つ
る

で
模
様
も
な
く
、
ま
た
わ
ず
か
の
土
も
被
っ
て
い
な
い
。

　

と
き
に
雨
が
い
よ
い
よ
激
し
く
な
り
、
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
た
。
亀
峯
を
遙
か

に
望
む
が
、
全
く
何
も
見
え
な
い
。
ふ
と
道
の
一
端
に
一
坐
の
峯
が
見
え
た
。

大
体
形
状
を
備
え
て
い
る
も
の
の
や
や
小
振
り
で
あ
る
。
舒
某
に
問
え
ば
、
羊

角
嶠
（
楊
樹
橋
）
で
あ
る
と
分
か
っ
た
。

　

そ
こ
に
至
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
遙
か
彼
方
に
、
門
の
よ
う
に
中
頃
か
ら
裂
け

て
い
る
一
峯
を
望
む
。
門
の
南
に
回
る
と
、
圭
の
よ
う
に
石
が
空
へ
突
き
出
し

て
い
る
。
こ
れ
が
天
柱
峯
で
あ
る
。

　

天
柱
峯
に
至
る
と
、
道
は
突
然
南
へ
と
向
か
う
。
更
に
東
に
転
ず
る
と
、
堰

の
横
を
通
り
過
ぎ
る
。
堰
の
南
側
に
は
水
が
た
ま
っ
て
池
を
な
し
て
い
る
。
こ

れ
が
放
生
池
で
あ
る
。
池
の
水
は
、
両
岸
の
麓
を
洗
っ
て
い
る
。

　

崖
の
左
な
り
に
、
石
を
削
っ
て
桟
道
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
が
展
旗
峯
で

あ
る
。
上
は
険
し
い
壁
で
下
は
澄
み
切
っ
た
淵
で
あ
る
。
淵
が
尽
き
た
と
こ
ろ

は
竹
や
樹
木
が
繁
茂
し
て
、
谷
中
を
覆
い
隠
し
て
い
る
。
両
岸
の
崖
か
ら
は
飛

瀑
が
代
わ
る
代
わ
る
注
ぎ
、
玉
の
龍
が
乱
舞
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
べ
て

雨
の
神
や
山
の
神
が
、
あ
つ
ま
っ
て
き
て
幻
想
ぶ
り
を
競
い
合
っ
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。

　

南
へ
と
左
岸
へ
入
る
と
、
た
ち
ま
ち
岸
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
穴

が
空
い
て
い
て
光
を
通
し
て
い
て
、
ま
る
で
耳
が
頭
に
つ
い
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
初
め
は
白
雲
が
こ
ご
っ
た
も
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
近
づ
い
て
み

る
と
石
の
隙
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

寺
院
に
至
る
と
、
そ
の
庭
に
何
人
か
の
人
が
立
ち
上
が
っ
た
り
身
を
起
こ
し

た
り
し
て
い
る
の
が
見
え
る
。
雲
霧
が
弥
漫
し
て
い
る
た
め
、
姿
が
ぼ
ん
や
り

と
し
か
見
え
な
い
。
と
き
に
雨
脚
が
い
よ
い
よ
激
し
く
な
り
、
衣
服
か
ら
靴
か

ら
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
て
し
ま
う
。

　

貫
心
上
人
が
自
分
の
衣
を
脱
い
で
、
私
の
も
の
と
交
換
し
、
ま
た
火
を
お
こ

し
て
私
た
ち
を
当
た
ら
せ
て
く
れ
る
。
心
の
中
で
考
え
た
、
こ
の
地
の
峯
々
の

奇
勝
は
、
雲
を
押
し
開
き
霧
を
駆
除
し
な
け
れ
ば
鑑
賞
で
き
な
い
も
の
な
の
だ

と
。
こ
の
日
、
結
局
日
夜
雨
が
降
り
続
け
た
。
そ
こ
で
私
は
「
五
縁
詩
」
を
作

っ
た
。
振
衣
台
の
下
の
静
室
に
泊
ま
る
。

﹇
注
﹈
寺
院
…
原
本
は
方
丈
。
お
そ
ら
く
亀
峯
寺
も
し
く
は
瑞
相
寺
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。　

貫
心
…
寺
の
住
職
だ
ろ
う
が
不
詳
。　

五
縁
詩
…
詩
の
本
文
は
残
っ
て
い

な
い
。
五
縁
と
は
、
天
台
宗
の
準
備
的
な
修
行
の
第
一
段
階
。
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＊
二
十
一
日
分
は
、
亀
峯
に
つ
い
て
の
貫
心
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
部
分
と
、
徐
霞
客
の
踏
査

記
録
と
に
分
け
て
、
さ
ら
に
内
容
に
よ
っ
て
小
分
け
し
て
訳
す
。

《
１
》
貫
心
に
よ
る
事
前
レ
ク
チ
ャ
ー
（
１
）
―
山
谷
の
内
側
―

　

二
十
一
日　

早
く
に
起
き
る
。
と
て
も
寒
い
。
雨
が
次
第
に
収
ま
り
、
峯
々

が
皆
姿
を
現
す
。
た
だ
、
寺
の
東
南
の
絶
頂
だ
け
が
雲
気
を
ま
と
っ
て
い
る
。

　

貫
心
和
尚
と
朝
食
を
食
べ
終
わ
る
と
、
す
ぐ
に
方
丈
の
中
庭
に
出
て
、
亀
峯

の
各
地
の
名
勝
を
指
さ
し
な
が
ら
あ
げ
て
い
く
。

　

思
う
に
こ
こ
か
ら
真
南
に
あ
っ
て
独
り
高
く
聳
え
る
の
が
寨
頂
で
あ
る
。
頂

上
に
鸚
鵡
の
嘴
の
よ
う
な
石
が
あ
る
。
そ
こ
で
鸚
嘴
峯
と
も
い
わ
れ
る
。
今
は

ま
た
老
人
峯
と
も
い
わ
れ
る
。
山
頂
に
円
い
頂
が
突
出
し
て
い
る
。
下
か
ら
そ

れ
を
見
上
げ
れ
ば
、
老
僧
が
南
に
向
い
て
袈
裟
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
姿
と
そ

っ
く
り
で
あ
る
。「
老
人
」
と
い
う
名
は
こ
れ
に
よ
る
。
振
衣
台
に
上
っ
て
平

ら
に
見
る
と
、
峯
の
先
が
次
第
に
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

双
剣
峯
の
下
か
ら
見
上
げ
る
と
、
頂
上
に
葉
っ
ぱ
が
一
枚
つ
な
が
っ
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
。

　

寨
頂
か
ら
北
に
下
る
山
脈
の
突
起
は
、
一
つ
目
が
羅
漢
峯
で
あ
り
、
二
つ
目

が
鸚
哥
峯
で
あ
り
、
三
つ
目
が
浄
瓶
峯
で
あ
る
。
こ
の
浄
瓶
峯
が
北
の
山
脈
の

最
高
峰
で
あ
る
。
四
つ
目
が
観
音
峯
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
険
峻
で
あ
る
。
こ

れ
ら
が
中
の
支
脈
で
あ
っ
て
、
北
に
展
旗
峯
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
楠
木
殿

が
こ
こ
に
あ
る
。

　

老
人
峯
南
部
か
ら
西
で
、
最
も
険
峻
な
も
の
は
畳
亀
峯
と
双
剣
峯
で
あ
る
。

畳
亀
峯
は
三
本
の
石
の
柱
が
群
が
り
立
っ
て
い
る
も
の
の
中
の
ひ
と
つ
で
、
峯

の
頭
が
直
立
し
て
、
双
剣
峯
と
並
ん
で
い
る
。
最
も
高
い
頂
に
は
重
な
っ
た
石

の
塊
が
あ
り
、
三
匹
の
亀
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
畳
亀
峯
の
下
の

裂
け
目
は
、
南
北
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
は
一
線
天
で
、
東
西
に
開
い
て
い
る

も
の
は
摩
尼
洞
と
な
る
。
畳
亀
峯
の
後
ろ
は
四
声
谷
で
あ
る
。
谷
の
側
か
ら
一

声
あ
げ
れ
ば
、
声
は
谷
を
ぐ
る
ぐ
る
と
四
回
も
響
い
て
回
る
。
思
う
に
畳
亀
峯

の
東
部
に
あ
る
水
簾
谷
で
、
石
の
崖
が
ぐ
る
っ
と
取
り
巻
い
て
い
る
の
で
、
声

が
回
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

畳
亀
峯
の
東
側
で
最
も
高
い
も
の
は
老
人
峯
で
、
西
側
で
最
も
近
い
の
は
含

亀
峯
で
あ
る
。
畳
亀
峯
の
下
の
所
は
、
老
人
峯
と
含
亀
峯
と
を
つ
な
ぐ
脊
の
分

か
れ
目
に
あ
た
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
畳
亀
峯
と
双
剣
峯
が
天
に
向
か
っ
て
伸

び
、
含
亀
峯
に
遮
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
隙
間
は
姿
を
現
す
か
と
思
え
ば

塞
が
っ
た
り
し
て
い
る
。
塞
が
れ
ば
並
ん
で
障
壁
を
な
す
。
時
と
し
て
突
然
空

の
光
を
漏
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
昨
日
白
雲
か
と
疑
っ
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

　

こ
の
山
の
主
峯
は
双
剣
峯
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
畳
亀
峯
と
並
び
立
つ
。
畳

亀
峯
は
下
の
方
が
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
上
の
方
は
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、

双
剣
峯
は
頂
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
て
根
元
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
双
剣
峯
の

南
に
「
壁
立
萬
仞
」
の
四
文
字
が
大
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
老
人
峯
を
指
し

て
い
る
。
落
款
は
剥
落
し
て
い
る
が
、
南
宋
の
朱
熹
の
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。

　

畳
亀
峯
と
双
剣
峯
の
二
峯
は
、
西
南
か
ら
延
び
て
き
た
山
脈
の
中
程
に
あ
た

り
、
東
北
に
香
盒
峯
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
か
つ
て
寺
が
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　

西
か
ら
北
に
向
か
い
、
左
側
に
屏
障
を
形
成
し
て
い
る
の
が
、
一
つ
目
が
含

亀
峯
で
あ
る
。
そ
の
下
に
振
衣
台
が
あ
る
。
平
ら
な
石
が
屏
風
の
下
に
宙
づ
り

に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
が
摩
尼
洞
・
一
線
天
に
登
る
道
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
明
星
峯
で
あ
る
。
北
に
双
鰲
峯
に
隣
接
し
、
南
に
は
含
亀
峯
と
つ

な
が
る
。
西
側
の
峯
の
最
高
峰
で
あ
る
。
峯
の
上
部
に
、
星
の
よ
う
な
穴
が
空

い
て
い
る
。

　

三
つ
目
は
双
鰲
峯
で
あ
る
。
峯
の
北
は
下
っ
て
清
ら
か
な
淵
に
突
っ
込
ん
で
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い
る
。
こ
れ
こ
そ
谷
に
入
る
と
き
に
通
っ
た
、
放
生
池
の
南
崖
で
あ
る
。

　

老
人
峯
の
南
か
ら
東
に
、
最
も
曲
折
し
て
い
る
の
が
、
城
垛
峯
と
囲
屏
峯
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
東
南
部
で
層
を
な
し
て
い
る
山
々
の
後
ろ
に
あ
り
、
双
鰲
峯

と
向
か
い
合
っ
て
い
る
。

　

東
か
ら
北
に
、
右
側
に
重
な
る
山
々
を
並
べ
る
も
の
は
、
伏
せ
て
い
る
の
が

轎
頂
峯
で
あ
り
、
尖
っ
て
い
る
の
が
象
牙
峯
で
あ
り
、
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
の

が
獅
子
峯
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
四
声
谷
の
東
側
に
連
な
り
伸
び
て
い
て
、
寨

頂
か
ら
の
山
脈
は
こ
こ
で
東
北
に
転
じ
、
ま
た
北
か
ら
の
脈
と
合
わ
さ
っ
て
境

と
な
る
。

　

平
ら
に
突
き
出
し
て
い
る
の
が
香
盒
峯
で
あ
る
。
不
思
議
な
形
で
聳
え
て
い

る
の
が
霊
芝
峯
で
あ
る
。
こ
れ
は
方
丈
の
静
室
か
ら
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
斜

め
に
張
り
出
し
て
い
る
の
が
展
旗
峯
で
あ
る
。
東
へ
高
く
西
へ
低
く
な
っ
て
お

り
、
南
北
は
壁
の
よ
う
に
立
っ
て
、
南
へ
は
澄
み
切
っ
た
淵
に
突
き
刺
さ
っ
て

い
る
。こ
れ
が
四
声
谷
に
入
る
と
き
に
、桟
道
を
下
に
彫
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
峯
は
谷
の
北
側
に
並
ん
で
い
て
、
寨
頂
か
ら
の
山
脈
は
、
西
南
に

向
か
っ
て
き
て
こ
こ
で
尽
き
て
い
る
。
以
上
で
山
谷
の
内
部
の
こ
と
を
す
べ
て

述
べ
た
。

《
２
》
貫
心
に
よ
る
事
前
レ
ク
チ
ャ
ー
（
２
）
―
山
谷
の
外
側
―

　

山
谷
の
外
部
に
つ
い
て
い
え
ば
、
展
旗
峯
の
北
に
あ
る
の
が
天
柱
峯
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
昨
日
遠
く
か
ら
眺
め
て
、
圭
の
よ
う
に
先
が
分
か
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
側
は
狗
児
峯
で
あ
る
。

　

獅
子
峯
の
南
に
あ
る
の
が
卓
筆
峯
で
あ
る
。
囲
屏
峯
の
南
で
は
、
深
い
谷
の

中
に
棋
盤
石
が
あ
る
。

　

寨
頂
の
南
に
は
ま
た
朝
帽
峯
が
あ
る
。
そ
の
峯
は
独
り
高
く
、
寨
頂
の
後
ろ

に
聳
え
て
い
る
。
私
が
弋
陽
の
東
で
、
船
の
中
か
ら
遙
か
に
眺
め
た
の
は
こ
れ

で
あ
る
。
し
か
し
近
づ
く
と
他
の
峯
々
に
遮
ら
れ
て
見
え
な
い
。

　

ま
た
寨
頂
と
朝
帽
峯
の
間
に
接
引
峯
が
あ
る
。

　

寨
頂
の
西
に
は
画
筆
峯
が
あ
る
。
思
う
に
、
寨
頂
か
ら
北
に
延
び
て
下
る
山

脈
は
、
羅
漢
峯
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
山
脈
が
南
に
曲
が
り
、
西
に
巡
り
、
並
ん

で
は
屏
嶂
を
な
し
、
最
後
に
は
畳
亀
峯
の
後
ろ
に
出
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が

こ
れ
ら
の
諸
峯
で
あ
る
。

　

岩
の
上
に
泉
が
あ
る
、
こ
れ
を
水
簾
洞
と
名
し
て
い
る
。
以
上
で
山
谷
の
外

側
の
こ
と
を
す
べ
て
述
べ
た
。

《
３
》
貫
心
に
よ
る
事
前
レ
ク
チ
ャ
ー
（
３
）
―
山
谷
の
概
観
―

　

こ
の
山
谷
は
、
四
面
と
も
峯
々
が
集
ま
っ
て
い
て
、
ひ
と
つ
の
洞
天
を
成
し

て
い
る
。
た
だ
西
に
向
か
っ
て
峡
谷
が
一
つ
あ
り
、
両
側
の
崖
は
壁
の
よ
う
に

そ
そ
り
立
ち
、一
筋
の
川
が
中
か
ら
流
れ
出
し
て
い
て
、川
沿
い
に
道
が
の
び
る
。

　

谷
の
南
は
畳
亀
峯
の
下
に
あ
た
り
、
西
は
獅
子
峯
の
側
に
あ
た
り
、
北
は
香

盒
峯
と
天
柱
峯
の
間
に
あ
た
る
。
ど
ち
ら
か
ら
も
、
峯
を
越
え
わ
ず
か
な
隙
間

を
通
っ
て
始
め
て
そ
こ
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
こ
と
に
天
地
の
間
に
あ
っ

て
霊
妙
な
景
勝
で
あ
る
。

　

そ
の
中
の
観
音
峯
の
一
支
脈
は
、
老
人
峯
の
北
か
ら
下
っ
て
い
て
、
こ
こ
で

分
か
れ
て
二
つ
の
谷
を
形
成
す
る
。
西
の
方
は
方
丈
静
室
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、

最
後
の
所
は
振
衣
台
と
摩
尼
洞
に
至
る
道
と
な
る
。
東
の
方
は
、
乱
雑
な
草
木

で
深
く
被
わ
れ
て
い
る
。
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《
４
》
徐
霞
客
の
実
地
踏
査
（
１
）
―
東
外
谷
第
一
層

　

私
は
杖
を
手
に
し
て
荊
を
掻
き
分
け
な
が
ら
山
に
入
っ
た
。
ま
っ
す
ぐ
に
囲

屏
峯
と
城
垛
峯
の
麓
に
至
る
。「
餓
虎
趕
羊
」
な
ど
の
石
を
見
上
げ
る
が
、
な
ん

と
本
物
に
そ
っ
く
り
な
の
だ
ろ
う
。
も
し
深
く
茂
る
雑
草
を
刈
り
取
り
、
石
畳

を
重
ね
て
梯
子
を
懸
け
た
り
し
た
な
ら
ば
、
固
い
扉
が
開
い
て
、
奥
深
く
に
隠

さ
れ
て
い
た
す
ば
ら
し
い
景
勝
が
余
す
と
こ
ろ
無
く
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
石
が
乱
雑
に
こ
ろ
が
り
、
荊
が
生
い
茂
っ
て
い
る

の
で
、
二
度
と
中
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
谷
か
ら
出
て
、
獅
子
峯
の
北
に
沿
っ
て
、
嶺
を
越
え
て
南
に
転
じ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
轎
頂
峯
・
象
牙
峯
」
と
い
っ
た
峯
々
を
、
谷
の
外
か
ら
西
に
向
か

っ
て
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
諸
峯
も
い
ず
れ
も
対
峙
し
、
重
な
り
あ
っ

て
立
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
天
に
届
か
ん
ば
か
り
の
一
峯
が
あ
る
。
あ
た
か
も

筆
を
立
て
た
か
の
よ
う
で
、
殷
浩
が
空
に
「
咄
咄
」
と
い
う
文
字
を
書
い
た
こ

と
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
卓
筆
峯
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
も
宜
な
る
か

な
。
実
際
に
見
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
卓
筆
峯
の
麓
は
連

な
る
石
の
岡
で
あ
る
。
そ
の
東
に
は
ま
た
石
の
峯
が
一
筋
あ
る
、
寨
頂
か
ら
め

ぐ
っ
て
北
に
伸
び
、
西
の
轎
頂
峰
や
象
牙
峯
と
い
っ
た
峯
々
と
囲
っ
て
一
つ
の

谷
を
形
成
し
て
い
る
。

　

私
は
そ
の
石
の
岡
か
ら
真
っ
直
ぐ
南
に
進
み
、
谷
の
底
に
至
っ
た
。
こ
こ
も

ま
た
石
が
乱
雑
に
散
ら
ば
り
荊
が
深
く
生
い
茂
っ
て
い
た
の
で
、
す
ぐ
に
谷
か

ら
出
た
。
か
く
し
て
西
に
象
牙
峯
と
獅
子
峯
と
の
間
を
越
え
て
進
む
。
そ
の
尾

根
は
斜
め
に
峙
っ
て
お
り
、
足
を
置
く
余
地
も
無
い
程
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て

谷
の
内
側
を
眺
め
る
と
、
誠
に
別
天
地
を
な
し
て
い
る
、
こ
れ
が
東
側
の
外
谷

の
第
一
層
で
あ
る
。

《
５
》
徐
霞
客
の
実
地
踏
査
（
２
）
―
東
外
谷
第
二
層

　

再
び
外
嶺
な
り
に
東
に
進
み
、
更
に
南
に
転
じ
て
二
里
で
、
す
ぐ
に
寨
頂
の

後
ろ
に
至
る
。
こ
こ
が
棋
盤
石
で
あ
る
。
大
き
な
石
塊
が
谷
の
中
に
高
く
聳
え

て
い
る
。
そ
の
上
は
砥
石
の
よ
う
に
平
ら
で
四
周
は
切
り
立
っ
て
い
る
。
座
っ

た
り
休
ん
だ
り
で
き
る
。
思
う
に
、
こ
こ
に
昔
隠
居
所
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

今
や
藪
に
被
わ
れ
て
い
る
。
神
仙
の
遺
物
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。

　

そ
の
西
南
は
朝
帽
峯
で
、
西
北
は
寨
頂
で
あ
る
。
思
う
に
囲
屏
峯
の
後
ろ
に

あ
た
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
外
側
の
一
支
脈
は
朝
帽
峯
の
下
か
ら
発
し
、
再
び
廻

っ
て
北
に
向
か
い
、
ま
た
一
つ
の
谷
を
形
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
山
々
は

互
い
違
い
に
で
こ
ぼ
こ
し
て
廻
り
立
っ
て
お
り
、
谷
内
に
あ
っ
た
二
つ
の
支
脈

が
石
を
む
き
出
し
に
し
て
切
り
立
っ
て
い
た
の
と
は
、
様
相
を
異
に
す
る
。
こ

れ
が
東
の
外
谷
の
第
二
層
で
あ
る
。

《
６
》
徐
霞
客
の
実
地
踏
査
（
３
）
―
北
外
谷

　

寨
頂
と
朝
帽
嶺
の
間
は
、
山
脈
の
尾
根
が
通
る
と
こ
ろ
に
、
南
向
き
に
大
石

が
立
っ
て
い
る
。
高
さ
は
数
十
丈
あ
り
、
峯
の
頭
部
に
懸
か
っ
て
い
て
、
伝
説

の
巨
人
で
あ
る
翁
仲
の
よ
う
に
厳
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
接
引
峯
と
い
い
、
あ

る
い
は
石
人
峯
と
い
う
。
棋
盤
石
か
ら
こ
の
峯
を
望
め
ば
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
心
が
そ
こ
へ
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
か
ら
絶
頂
に
至
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
考
え
、
荊
を
切
り
開
い
て
ま
っ
す
ぐ
嶺
の
下
を
窮
め
よ
う
と
し
た

が
、
切
り
立
っ
た
断
崖
絶
壁
で
登
る
す
べ
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
も
と
の
道
に

戻
り
、
獅
子
峯
に
至
っ
て
、
香
盒
峯
を
過
ぎ
、
霊
芝
峯
に
登
り
、
天
柱
峯
と
狗

児
峯
が
北
の
谷
の
中
に
植
立
し
て
い
る
の
を
望
む
。
思
う
に
展
旗
峯
と
そ
の
北

の
一
つ
の
峯
と
で
、
ま
た
廻
っ
て
一
つ
の
谷
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
が
北
の

外
谷
で
あ
る
。
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《
７
》
徐
霞
客
の
実
地
踏
査
（
４
）
―
南
外
谷
第
一
層

　

ほ
ど
な
く
展
旗
峯
の
西
南
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
東
に
そ
の
巓
に
上
る
。

　

そ
こ
か
ら
東
南
に
朝
帽
峯
の
東
側
を
眺
め
る
。
そ
こ
に
は
石
が
ひ
と
つ
分
か

れ
出
て
い
る
。
接
引
峯
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
接
引
峯
は
隠
れ
て
見
え
な
い
。

　

南
に
畳
亀
峯
と
双
剣
峯
を
眺
め
る
。
一
緒
に
な
っ
て
一
枚
の
壁
が
廻
っ
て
い

る
か
の
よ
う
で
、
わ
ず
か
の
隙
間
も
な
い
。

　

展
旗
峯
を
下
り
、
桟
道
を
進
ん
で
西
に
出
、
淵
の
水
に
順
っ
て
南
に
行
き
、

双
鰲
峯
・
明
星
峯
・
含
亀
峯
の
後
ろ
に
出
た
。
東
に
こ
の
三
峯
を
振
り
返
る
と
、

山
の
背
に
は
土
が
あ
り
、
登
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
道
は
選
ば
ず
、
更

に
南
に
行
き
、
東
に
入
る
と
水
簾
洞
へ
の
小
道
で
あ
る
。
こ
こ
を
進
ん
で
畳
亀

峯
と
双
剣
峯
を
越
え
て
行
け
ば
、
振
衣
谷
の
中
に
下
る
道
で
あ
る
。
し
か
し
こ

こ
も
選
ば
ず
、
更
に
南
に
行
く
と
、
東
へ
上
る
道
が
あ
る
の
が
見
え
た
。
こ
れ

こ
そ
寨
頂
へ
の
道
に
違
い
な
い
と
思
う
。
勇
を
鼓
し
て
登
る
。

　

二
里
で
、
西
の
方
に
畳
亀
峯
と
双
剣
峯
が
足
下
に
あ
る
の
が
見
え
る
。
そ
こ

で
も
う
水
簾
洞
の
上
に
出
た
の
だ
と
分
か
っ
た
。
下
に
谷
を
見
下
ろ
す
と
、
円

い
宝
玉
の
玦
の
よ
う
に
三
面
が
囲
ま
れ
て
い
て
、
た
だ
北
側
だ
け
が
、
畳
亀
峯

と
双
剣
峯
と
あ
い
対
し
て
い
る
。
西
側
に
外
へ
通
じ
る
隙
間
が
空
い
て
い
る
。

し
か
し
藪
に
被
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
こ
か
ら
入
れ
る
か
は
見
え
な
い
。
こ
れ

が
南
の
外
谷
の
第
一
層
で
あ
る
。

《
８
》
徐
霞
客
の
実
地
踏
査
（
５
）
―
南
外
谷
第
二
層

　

崖
の
端
に
沿
っ
て
更
に
上
る
。
そ
う
し
て
左
の
道
を
棄
て
て
右
の
道
を
取
れ

ば
、
東
南
の
岡
の
上
に
、
た
く
さ
ん
の
石
が
乱
雑
に
わ
き
起
こ
る
か
の
よ
う
に

あ
る
の
を
見
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
一
対
の
霊
芝
が
並
び
立
つ
よ
う
で
、
下

の
方
は
大
き
く
、
茎
の
上
の
部
分
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
下
の
部
分
は
つ
な

が
っ
て
い
て
中
程
に
穴
が
空
い
て
い
る
。
石
の
上
部
は
飛
ん
だ
り
舞
っ
た
り
す

る
よ
う
な
姿
を
な
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く
鑑
賞
し
き
れ
な
い
程
だ
。

　

ま
た
一
里
上
る
と
、頂
を
一
つ
登
る
。ま
た
右
の
道
を
棄
て
て
左
の
道
を
取
り
、

石
の
隙
間
を
ぬ
っ
て
登
り
、
東
南
に
転
じ
る
。
そ
の
頂
部
分
は
ぐ
っ
と
盛
り
上

が
っ
て
い
る
。

　

そ
の
北
に
ま
た
別
の
頂
が
あ
り
、
二
つ
の
頂
が
向
か
い
合
っ
て
峡
谷
を
な
し

て
い
る
。
そ
の
峡
谷
は
東
南
の
山
脊
が
過
ぎ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
西
北
の

水
簾
谷
に
延
び
て
い
る
。
山
は
こ
こ
で
ふ
た
つ
の
エ
リ
ア
に
分
か
れ
、
東
南
に

山
脊
が
過
ぎ
る
。
梁
の
よ
う
な
石
が
一
本
、
二
つ
の
頂
の
間
に
横
た
わ
る
。
梁

の
は
ず
れ
は
真
っ
直
ぐ
な
崖
が
切
り
立
っ
て
お
り
、
と
う
て
い
登
り
得
な
い
。

脊
の
上
に
座
っ
て
南
の
谷
を
眺
め
回
せ
ば
、
真
下
は
崩
れ
落
ち
て
い
て
、
底
が

見
え
な
い
。
た
だ
、
向
か
い
の
崖
の
東
西
の
端
に
、
雲
気
が
ま
と
わ
り
つ
き
、

緑
樹
か
ら
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
ど
う
や
っ
て
そ
こ

に
行
け
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
が
南
の
外
谷
の
第
二
層
で
あ
る
。

《
９
》
徐
霞
客
の
実
地
踏
査
（
６
）
―
南
外
谷
第
三
層

　

し
ば
ら
く
時
を
過
ご
し
、
引
き
返
そ
う
と
帰
路
を
捜
し
、
ふ
と
峡
谷
の
北
の

頂
を
見
る
。
す
る
と
石
段
が
穿
た
れ
て
い
て
、
峡
谷
の
中
か
ら
上
に
上
が
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
そ
こ
で
詳
し
く
峡
谷
の
南
側
の
石
の
上
を

見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
石
段
が
見
え
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ

で
の
道
は
、
尾
根
で
は
な
く
、
峡
谷
を
通
る
も
の
だ
と
分
か
っ
た
。
思
う
に
、

こ
こ
の
寨
は
、
昔　

人
が
住
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
険
し
い
と
こ
ろ
に
梯
子

を
か
け
、
中
に
道
を
穿
っ
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
や
道
は
草
に
埋
没

し
て
い
る
の
だ
が
、石
段
の
あ
と
だ
け
が
壊
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
の
だ
。そ
こ
で
、

石
段
に
沿
っ
て
北
へ
峡
谷
を
下
り
、
さ
ら
に
再
び
北
の
頂
に
石
段
を
上
る
。



‒ 136 ‒

　

一
里
で
、
再
び
東
へ
向
か
っ
て
最
高
の
所
を
登
り
、
そ
こ
か
ら
東
南
の
頂
に

達
す
る
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
接
引
峯
と
肩
を
並
べ
、
朝
帽
峯
と
向
か
い
合
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
朝
帽
峯
の
東
側
に
分
か
れ
て
立
っ
て
い
る
石
は
、
隠
れ
て

し
ま
っ
て
こ
こ
か
ら
は
見
え
な
い
。
そ
し
て
朝
帽
峯
と
い
え
ば
、
四
面
と
も
ど

こ
と
も
つ
な
が
る
こ
と
な
く
険
し
く
、
登
る
手
立
て
は
全
く
な
い
。
そ
し
て
そ

れ
に
隣
接
す
る
接
引
峯
は
、
そ
ば
だ
つ
山
脊
の
上
に
聳
え
て
お
り
、
両
側
は
ど

ち
ら
も
真
っ
直
ぐ
に
立
つ
石
や
乱
雑
な
石
塊
で
お
お
わ
れ
、
た
だ
下
か
ら
登
れ

な
い
だ
け
で
は
な
く
、
上
か
ら
降
り
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
北
に
下

っ
た
谷
は
、
棋
盤
石
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
南
に
下
っ
た
谷
は
、
朝
帽
峯
か

ら
南
に
伸
び
た
山
脈
が
廻
っ
て
形
成
し
て
い
る
も
の
で
、
ど
こ
か
ら
そ
の
谷
に

入
っ
て
い
け
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
が
南
の
外
谷
の
第
三
層
で
あ
る
。

《
10
》
徐
霞
客
の
実
地
踏
査
（
７
）
―
そ
の
他

　

た
だ
西
側
だ
け
が
外
谷
が
無
い
。
最
高
頂
の
北
側
は
、
東
の
方
は
囲
屏
峯
と

城
垛
峯
に
分
か
れ
、
西
の
方
は
鸚
口
峯
に
分
か
れ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
ら
奇
異

な
と
こ
ろ
は
、
下
か
ら
見
上
げ
る
と
高
く
聳
え
て
奇
勝
を
示
し
て
い
る
が
、
上

か
ら
見
下
ろ
す
と
深
く
険
し
く
て
全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
の
と
き
、
既
に
空
が
暗
く
な
っ
て
き
た
。
絶
頂
か
ら
四
里
進
ん
で
山
か
ら

下
る
。
東
に
向
か
っ
て
双
剣
峯
と
畳
亀
峯
の
下
に
至
る
。
そ
こ
で
水
簾
洞
に
入

る
こ
と
の
で
き
る
路
を
見
つ
け
る
が
、
も
は
や
真
っ
暗
で
何
も
見
え
な
い
。
そ

こ
で
速
や
か
に
嶺
を
越
え
て
、
方
丈
に
帰
っ
た
。

　

二
十
二
日　

早
朝
に
起
き
、
貫
心
の
た
め
に「
五
縁
詩
」と「
亀
峯
」五
言
二
首・

「
贈
別
」
七
言
一
首
を
清
書
す
る
。

　

朝
食
の
後
、
前
日
に
続
き
振
衣
台
を
越
え
、
上
っ
て
畳
亀
峯
の
下
に
至
り
、

再
び
一
線
天
を
通
っ
て
東
に
進
み
、
ま
た
北
に
進
ん
で
四
声
谷
を
通
り
過
ぎ
る
。

思
う
に
四
声
谷
の
壁
に
、
東
南
に
向
う
一
筋
の
路
が
あ
る
。
路
の
内
側
に
は
ど

こ
も
大
き
な
石
が
重
な
り
あ
い
、
石
段
を
敷
き
梯
子
を
懸
け
、
そ
の
ま
ま
楼
閣

を
形
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
様
で
あ
る
。
西
北
へ
通
じ
て
外
へ
出
ら
れ
る
。

そ
の
さ
ら
に
西
北
に
は
摩
尼
洞
が
あ
る
。
真
下
に
方
丈
に
臨
み
、
観
音
峯
・
浄

瓶
峯
・
獅
子
峯
と
い
っ
た
峯
々
に
向
か
い
合
う
。
か
く
し
て
嶺
を
下
り
、
西
南

へ
外
谷
に
沿
っ
て
進
み
水
簾
洞
に
入
る
。
こ
の
場
所
は
三
面
を
崖
が
囲
い
、
天

か
ら
螺
旋
状
に
廻
り
下
る
。
そ
し
北
に
畳
亀
峯
・
双
剣
峯
と
向
か
い
合
う
。
泉

水
は
崖
の
東
か
ら
飄
い
落
ち
、
珠
を
飛
ば
し
雪
を
捲
く
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
こ

そ
こ
の
地
の
絶
勝
で
あ
る
。
思
う
に
亀
峯
の
山
々
の
奇
勝
は
、
雁
宕
山
で
す
ら

及
ば
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
泉
水
の
景
観
に
お
い
て
は
や
や
欠
け
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
の
中
で
こ
の
谷
だ
け
は
た
だ
ひ
と
り
、
珠
を
飛
ば
し
雪
を
捲
い

て
い
る
。
深
い
谷
に
あ
っ
て
最
も
特
異
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
洞
に
つ
い
て

い
え
ば
、
泉
水
と
対
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
崖
壁
の
底
部
に
埋
も
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
た
だ
断
崖
が
四
面
を
囲
ん
で
い
る
の
で
、

そ
の
底
の
部
分
が
洞
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
必
ら
ず
し
も
一
本
の

洞
窟
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

時
に
北
風
が
泉
水
を
舞
い
上
が
ら
せ
る
と
、
飛
沫
は
中
空
に
た
だ
よ
い
、
風

の
音
も
泉
水
の
形
も
と
も
に
尋
常
と
は
こ
と
な
る
風
景
で
あ
る
。
忽
然
と
し
て

空
が
明
る
く
な
り
、
太
陽
の
光
が
美
し
い
崖
壁
や
光
る
水
を
輝
か
せ
る
。
鑑
賞

に
と
ら
わ
れ
て
立
ち
去
り
難
い
。
そ
れ
で
も
し
ば
ら
く
し
て
鑑
賞
し
、
終
え
て

か
ら
再
び
寺
に
帰
り
、
食
事
を
摂
る
。
そ
し
て
貫
心
と
別
れ
て
出
立
す
る
。

　

そ
し
て
崖
の
棧
道
に
沿
っ
て
西
に
進
む
。

　

十
里
で
、
排
前
（
排
上
）
で
あ
る
。
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五
里
で
、
状
元
橋
の
北
の
分
路
亭
を
過
ぎ
る
。
そ
こ
か
ら
南
へ
向
か
う
路
は
、

状
元
橋
か
ら
黄
源
窰（
不
詳
）に
至
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
道
な
り
に
西
に
進
む
。

　

十
五
里
で
留
口
（
流
口
）
に
至
る
。
日
暮
れ
に
渓
流
を
渉
る
。
渓
流
の
西
は

も
は
や
貴
渓
県
の
地
で
あ
る
。
こ
の
渓
流
は
黄
源
か
ら
来
て
お
り
、
こ
の
地
で

大
渓
に
流
れ
入
る
。
そ
し
て
町
や
店
は
す
べ
て
渓
流
の
西
側
に
あ
る
。
そ
こ
で

こ
こ
に
投
宿
す
る
。排
前
か
ら
留
口
に
至
る
間
に
、亀
峯
を
振
り
返
り
眺
め
る
と
、

た
だ
朝
帽
峯
が
、
天
に
突
き
刺
さ
る
一
本
の
羊
の
角
の
よ
う
に
、
厳
め
し
く
聳

え
て
い
る
の
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
西
か
ら
の
遠
望
で
あ
る
。
弋
陽

県
か
ら
の
東
か
ら
の
遠
望
と
、
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
西
か
ら
は
、
身

を
転
ず
れ
ば
、
朝
帽
峯
の
旁
ら
に
、
人
間
が
孤
独
に
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な

石
が
聳
え
て
い
る
の
が
見
え
る
。
こ
れ
だ
け
が
東
か
ら
の
眺
め
と
の
違
い
で
あ

る
。

＊
二
十
三
日
分
は
、
内
容
に
よ
っ
て
小
分
け
し
て
訳
す
。

《
１
》
貴
渓
県
城
ま
で

　

二
十
三
日　

早
朝
に
起
き
、
川
の
北
岸
に
渡
り
、
ま
た
西
へ
向
か
っ
て
進
む
。

（
こ
こ
か
ら
貴
渓
県
）

　

八
里
で
、
貴
渓
県
城
に
至
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
川
の
南
岸
に
ひ
と
つ
の

橋
門
が
空
に
架
か
っ
て
い
る
の
が
忽
然
と
見
え
た
。
城
門
や
ア
ー
チ
橋
で
は
こ

れ
ほ
ど
高
く
聳
え
る
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
道
行
く
人
に

尋
ね
、
仙
人
橋
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
二
つ
の
山
の
間
に
大
き
な

石
が
横
た
わ
っ
て
い
る
自
然
物
で
、
人
工
物
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
大
層

気
を
惹
か
れ
、
す
ぐ
に
川
を
渡
り
た
か
っ
た
が
橋
が
な
い
。

　

急
い
で
二
里
進
み
、
貴
渓
県
城
に
東
関
か
ら
入
る
。

　

二
里
進
み
、
玉
井
頭
（
不
詳
）
に
至
る
。
旅
館
で
静
聞
を
捜
す
と
、
ま
だ
朝

食
を
摂
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
さ
っ
さ
と
食
事
を
摂
ら
せ
、
一
緒
に
県
城

の
西
南
の
門
か
ら
出
発
し
た
。
川
を
渡
っ
て
南
に
進
む
の
が
建
昌
府
城
へ
の
道

で
あ
る
。
そ
こ
で
一
輌
の
車
輌
を
予
約
し
て
お
き
、
明
日
の
早
朝
、
南
へ
出
発

す
る
手
配
を
し
て
お
く
。
そ
し
て
今
日
は
東
に
戻
っ
て
仙
人
橋
を
訪
ね
る
こ
と

と
す
る
。

﹇
注
﹈仙
人
橋
…
別
名
、月
橋
巌
。
自
然
の
岩
だ
が
、橋
が
架
か
っ
た
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
。

《
２
》
旅
館
の
主
人
の
情
報

　

貴
渓
の
旅
館
の
主
人
で
あ
る
舒
龍
山
が
言
う
こ
と
に
は
、「
こ
の
地
の
南
山
の

景
勝
は
一
つ
で
は
な
い
。
貴
渓
県
城
の
正
南
門
か
ら
出
て
、
中
坊
渡
を
過
ぎ
て

一
里
で
、
象
山
が
あ
る
。
掛
榜
山
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
陸
象
山
に
関
わ
る

遺
蹟
で
あ
る
。
仰
止
亭
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
西
南
に
二
里
で
五
面
峯
が
あ
る
。

峯
の
上
に
は
寺
院
が
あ
る
。
五
面
峯
の
麓
に
は
一
線
天
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
ま

た
こ
の
地
の
最
も
優
れ
た
景
勝
で
あ
る
。
そ
の
南
に
一
里
で
西
華
山
が
あ
る
。

下
か
ら
廻
る
よ
う
に
し
て
登
る
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
神
仙
の
居
所
で
あ
る
。
そ

の
北
に
二
里
で
小
隠
巌
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
元
は
打
虎
巌
と
呼
ば
れ
た
も
の
で

あ
る
。
小
隠
巌
を
出
て
二
里
で
仙
人
橋
が
あ
る
。
こ
れ
が
空
中
に
懸
か
り
、
谷

に
架
か
っ
て
で
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
が
信
江
南
岸
の
景
勝
の
概
要
で

あ
る
。
そ
う
し
て
五
面
峯
の
西
に
は
南
か
ら
北
に
流
れ
て
大
渓
に
注
ぐ
川
が
あ

る
。
そ
こ
に
は
渡
し
船
は
無
い
。
だ
か
ら
元
の
道
を
北
に
戻
り
、
中
坊
渡
で
大

渓
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

﹇
注
﹈
陸
象
山
…
南
宋
の
哲
学
者
陸
九
淵
（
一
一
三
九
〜
一
一
九
二
）。
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《
３
》
一
線
天
ま
で

　

私
は
そ
の
と
き
既
に
出
か
け
る
気
持
ち
が
盛
り
上
が
っ
て
お
り
、
道
程
を
変

更
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
龍
山
に
は
帰
っ
て
も
ら
い
、

道
々
人
に
尋
ね
な
が
ら
行
く
こ
と
に
し
た
。

　

か
く
し
て
南
に
進
み
張
真
人
の
墓
を
通
り
過
ぎ
る
。
こ
こ
に
あ
る
石
碑
は
、

元
の
時
代
に
勅
命
で
趙
松
雪
に
撰
文
・
揮
毫
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
山
を
切
り

開
い
て
岸
壁
と
な
し
、
石
碑
を
そ
の
中
に
囲
っ
て
い
る
。

　

ま
た
一
里
で
小
さ
な
橋
を
渡
る
。
そ
の
傍
の
岐
路
に
従
っ
て
東
に
渓
流
へ
向

か
う
。
渓
流
は
そ
の
ま
ま
流
れ
て
五
面
峯
の
麓
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
思
う
に

こ
の
渓
流
は
江
湖
山
を
水
源
と
し
、
花
橋
よ
り
下
流
で
よ
う
や
く
船
が
通
行
可

能
と
な
る
。
西
北
に
六
十
里
で
羅
塘
に
至
る
。
さ
ら
に
二
十
里
で
こ
の
地
に
至

っ
て
大
渓
に
合
流
す
る
。
こ
れ
は
福
建
に
至
る
脇
道
で
あ
る
。
こ
の
渓
流
を
通

っ
て
北
に
運
ば
れ
る
も
の
は
、
紙
や
炭
の
類
で
あ
る
。

　

ち
ょ
う
ど
、
川
岸
に
二
艘
の
船
が
も
や
っ
て
あ
っ
た
。
し
か
し
船
頭
が
い
な

い
。
ほ
ど
な
く
一
人
の
男
が
や
っ
て
き
た
の
で
、
呼
び
か
け
て
川
を
渡
ら
せ
て
、

す
ぐ
に
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
船
を
操
ら
せ
た
。

　

渓
流
を
渡
り
東
に
一
里
で
、
峯
の
西
北
か
ら
山
隘
に
入
る
。
入
っ
て
始
め
て

分
か
っ
た
、
こ
こ
の
山
は
す
べ
て
石
崖
が
わ
だ
か
ま
り
対
峙
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
中
頃
は
二
つ
に
裂
け
て
お
り
、
並
ん
で
立
ち
、
山
々
の
間
隔
も
様
々
で
、

離
れ
て
立
っ
て
い
て
も
形
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
。

　

道
な
り
に
進
み
ア
ー
チ
型
の
巌
の
下
に
至
り
、
石
段
を
踏
ん
で
登
る
と
石
の

壇
が
あ
っ
た
。
両
側
の
崖
を
掌
の
よ
う
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

南
に
下
る
石
段
は
、
ま
っ
す
ぐ
澗
水
の
底
ま
で
至
る
。
そ
こ
か
ら
西
に
登
る
石

段
は
、
山
頂
へ
と
繞
っ
て
い
る
。
私
は
、
南
に
下
る
道
は
一
線
天
へ
至
り
、
西

に
登
る
道
は
五
面
峯
に
至
る
の
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
で
先
ず
西
に
向
か
い
、
峯

を
登
り
石
畳
を
踏
む
こ
と
一
里
あ
ま
り
で
、
五
面
峯
の
絶
頂
に
至
っ
た
。
そ
こ

か
ら
は
南
に
は
西
華
峯
が
、
東
に
は
夾
み
た
つ
壁
が
、
西
に
は
南
溪
が
、
北
に

は
貴
渓
県
城
が
、
そ
れ
ぞ
れ
目
の
当
た
り
に
見
え
た
。

　

し
か
し
突
然
山
雨
が
降
っ
て
き
て
、
し
か
も
僧
侶
が
私
た
ち
を
引
き
留
め
て

点
心
を
食
べ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
、
早
々
に
山
を
下
る
。

　

再
び
元
の
道
を
辿
り
、
南
に
一
線
天
ま
で
下
る
と
、
両
側
を
崖
が
夾
ん
で
聳

え
立
っ
て
い
る
。
真
南
は
峯
の
頂
か
ら
下
に
裂
け
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
が
直

峽
で
あ
る
。
峡
谷
の
中
で
路
が
突
然
東
に
曲
が
り
、
崩
落
し
て
い
る
石
塊
の
隙

間
を
縫
っ
て
行
く
と
、
横
峡
に
出
る
。
ど
ち
ら
も
上
か
ら
下
ま
で
両
側
は
壁
が

そ
ば
だ
ち
、（
上
を
見
上
げ
る
と
）
曲
が
っ
た
り
真
っ
直
ぐ
だ
っ
た
り
し
て
い
る

が
、
一
本
の
線
し
か
見
え
な
い
。
峡
谷
を
東
に
抜
け
る
と
窪
地
に
出
て
、
や
っ

と
人
の
世
に
帰
っ
て
き
た
心
地
が
し
た
。

　

窪
地
か
ら
南
に
進
む
と
高
い
岩
山
や
曲
が
っ
た
洞
窟
が
望
見
さ
れ
る
。
そ
の

あ
た
り
は
ず
っ
と
同
じ
景
色
だ
。
最
南
端
で
西
華
峯
に
至
る
。
既
に
五
面
峯
か

ら
眺
め
て
い
た
の
で
、
登
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

《
４
》
小
隠
巌
・
仙
人
橋

　

そ
し
て
転
じ
て
一
線
天
を
出
、
北
へ
嶺
を
一
つ
越
え
る
。

　

二
里
で
、東
に
転
じ
、小
隠
巌
に
入
る
。
こ
の
巌
も
一
つ
の
山
を
な
し
て
い
て
、

東
西
方
向
に
廻
っ
て
い
て
、
南
は
つ
な
が
っ
て
い
る
が
北
は
欠
け
て
開
い
て
い

る
。
ど
の
石
も
上
の
方
は
盛
り
上
が
り
、
下
の
方
は
縮
こ
ま
り
、
裂
け
て
い
る

と
こ
ろ
は
平
ら
な
洞
窟
を
形
成
し
て
い
る
。
小
屋
を
作
れ
ば
休
息
所
が
で
き
そ

う
で
あ
る
。

　

巌
の
後
ろ
に
は
、
宋
人
の
洪
駒
父
の
書
が
あ
っ
て
「
宣
和
某
年
、
徐
巌
か
ら

上
り
、
二
里
で
射
虎
巌
を
得
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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私
は
、
徐
巌
と
い
う
名
前
が
私
の
一
族
と
関
わ
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
弋
陽
で
の
船
中
で
知
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
す
っ
か
り
忘
れ
て

い
た
。
壁
に
書
か
れ
て
い
る
書
が
私
を
導
い
て
く
れ
た
気
が
す
る
。
速
や
か
に

巌
を
出
て
徐
巌
の
こ
と
を
尋
ね
廻
っ
た
が
、
誰
も
知
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
に
、

小
隠
巌
の
東
南
三
里
の
と
こ
ろ
に
峨
嵋
と
称
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
耳
に

し
た
。
こ
れ
が
徐
巌
の
別
名
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
す
ぐ
に
捜
し
て
み
る
こ

と
に
し
た
。
そ
し
て
羅
塘
か
ら
来
て
い
る
大
道
に
従
い
、
嶺
を
一
つ
越
え
、
そ

こ
で
北
に
転
じ
て
山
に
入
っ
た
。
そ
こ
は
竹
林
が
繁
茂
し
、
岩
石
が
高
く
聳
え

て
い
る
。
し
か
し
僧
侶
達
が
、
岩
の
間
に
屋
根
を
架
け
た
り
屏
を
作
っ
た
り
し

て
い
る
の
で
、
本
来
の
姿
で
は
無
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
が
徐
巌
で
は

な
い
こ
と
も
分
か
っ
た
。

　

速
や
か
に
下
山
し
よ
う
と
す
る
と
、
再
び
雨
が
激
し
く
降
っ
て
き
た
。
時
に

正
午
を
過
ぎ
て
い
た
の
で
、
巌
の
中
で
昼
食
と
し
た
。

　

昼
食
を
終
え
る
と
、
雨
も
止
ん
だ
。
仙
人
橋
へ
の
道
を
尋
ね
る
と
、
た
ま
た

ま
知
っ
て
い
る
人
が
い
て
、「
こ
こ
か
ら
近
道
が
あ
る
。
山
に
従
っ
て
東
へ
進
み
、

窪
地
を
抜
け
て
北
に
ゆ
け
ば
、
四
里
で
到
達
で
き
る
」
と
言
う
。
そ
の
道
を
取

る
こ
と
に
す
る
。

　

道
は
と
て
も
荒
れ
果
て
て
い
て
、
埋
没
し
た
り
現
れ
た
り
、
東
や
西
に
枝
分

か
れ
た
り
し
て
い
る
。
あ
や
う
く
迷
子
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
進
み
一
山
越
え
る
と
、
忽
然
と
隆
起
し
て
高
く
聳
え
る
も
の
が
と

て
も
近
く
に
見
え
た
。
と
こ
ろ
が
谷
を
下
っ
て
そ
こ
へ
行
っ
て
み
る
と
、
ぼ
ん

や
り
と
し
て
見
え
な
く
な
っ
た
。
思
う
に
眺
め
た
と
き
は
近
く
に
感
じ
ら
れ
た

け
れ
ど
も
、
実
際
は
崖
や
盆
地
に
距
て
ら
れ
て
い
て
、
一
旦
視
線
を
動
か
し
て

し
ま
う
と
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
。

　

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
直
ち
に
仙
人
橋
の
麓
に
至
っ
た
。
思
う
に
、

二
つ
の
峯
の
窪
ん
だ
と
こ
ろ
に
大
き
な
石
が
高
々
と
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
で
、

上
の
方
は
巻
く
よ
う
に
廻
っ
て
い
て
、
中
程
は
裂
け
て
門
の
よ
う
に
な
り
、
両

端
の
巌
は
盤
踞
し
て
下
っ
て
柱
の
よ
う
、
石
橋
の
頂
部
分
は
平
ら
で
す
べ
す
べ

で
、
人
の
手
に
よ
っ
て
研
磨
し
て
作
ら
れ
た
台
の
よ
う
で
あ
る
。
石
橋
の
東
は

崖
沿
い
に
登
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
は
三
丈
ほ
ど
離
れ
て
別
の
石
柱
が
あ
り
、

人
が
石
橋
を
守
っ
て
座
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
私
は
先
ず
仙
人
橋
の

麓
に
至
り
、
頂
を
仰
ぎ
見
た
。
高
く
聳
え
、
円
く
整
っ
て
い
て
、
数
十
丈
以
上

の
も
の
に
見
え
た
。
そ
し
て
石
橋
の
上
に
登
っ
て
歩
い
て
み
る
と
、
広
々
と
し

て
平
ら
で
あ
っ
た
。
天
に
架
か
る
虹
や
、
カ
サ
サ
ギ
に
天
の
川
に
架
け
さ
せ
た

橋
の
巧
み
さ
す
ら
、
こ
れ
に
は
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ
れ
る
程
の

で
き
ば
え
で
あ
る
。

《
５
》
徐
巌
探
訪
と
象
山

　

仙
人
橋
か
ら
西
に
二
里
行
き
、
象
山
に
至
ろ
う
と
し
、
例
の
徐
巌
に
つ
い
て

尋
ね
た
が
、
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
い
。

　

そ
の
後
偶
然
に
一
人
の
老
人
に
出
会
っ
た
。
彼
が
言
う
に
は
「
私
の
家
の
後

ろ
か
ら
南
に
行
け
ば
徐
巌
だ
。
元
は
徐
巌
と
言
っ
た
が
、
今
は
朝
真
宮
と
な
っ

て
い
る
。
鬼
谷
先
生
が
修
道
し
た
場
所
で
あ
る
が
、
今
は
荒
れ
果
て
て
埋
没
し

て
い
る
。
明
朝
改
め
て
で
な
け
れ
ば
行
け
な
い
。
今
は
も
う
日
暮
れ
な
の
で
、

と
り
あ
え
ず
象
山
に
行
く
こ
と
な
ら
ば
で
き
る
が
」
と
。

　

私
は
明
日
の
早
朝
に
は
こ
こ
を
発
つ
予
定
だ
っ
た
の
で
、
静
聞
に
無
理
を
言

っ
て
南
へ
向
か
っ
て
峡
谷
目
指
し
て
進
む
こ
と
に
す
る
。
初
め
は
ま
だ
道
が
あ

っ
た
が
、
谷
に
入
る
に
従
っ
て
道
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
両
側
の
岩
壁
が
深
く

な
っ
て
き
た
。
荊
の
棘
を
も
顧
み
ず
、
真
っ
直
ぐ
谷
底
を
窮
め
よ
う
と
す
る
の
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だ
が
、
荊
の
真
ん
中
で
立
ち
往
生
し
そ
う
に
な
る
。
よ
う
や
く
谷
を
抜
け
る
と
、

道
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
思
う
に
こ
こ
は
象
山
の
東
の
第
三
の
盆

地
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
か
ら
西
を
望
め
ば
、
ま
た
盆
地
が
一
つ
見
え
た
。
そ
こ
で
そ
こ
に
入
っ

て
い
っ
た
が
、
道
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
時
折
、
高
く
呼
び
か
け
る
人
の

声
が
聞
こ
え
る
。
し
ば
ら
く
し
て
西
に
道
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
よ
う
や
く

た
ど
り
つ
く
。
そ
こ
で
は
山
谷
の
左
側
に
高
い
崖
が
続
き
、
一
度
そ
こ
に
入
れ

ば
幽
深
な
山
巌
が
あ
り
、
外
側
に
飛
瀑
が
懸
か
っ
て
い
る
。
二
人
の
僧
侶
が
こ

の
地
に
来
て
寄
宿
し
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
の
に
出
会
う
。
彼
ら
に
聞
い
て
み

た
が
、
こ
こ
が
徐
巌
で
あ
る
か
ど
う
か
は
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
こ
そ
、

い
わ
ゆ
る
朝
真
宮
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

ほ
の
暗
い
中
か
ら
出
て
、
ま
た
西
に
向
か
い
転
じ
て
南
の
か
た
象
山
を
目
指

す
。
こ
の
あ
た
り
は
薄
暗
く
な
っ
て
も
道
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
両
側
の
岩

壁
は
前
の
方
に
突
き
出
し
て
、
中
頃
の
窪
地
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
は
な
い
が
険
峻

で
あ
る
。
窪
地
の
中
に
、
並
び
立
つ
牌
坊
が
あ
っ
た
。
内
側
に
前
後
に
重
な
る

堂
が
あ
る
。
祭
る
位
牌
が
前
の
堂
に
あ
る
が
、
建
物
は
壊
れ
て
い
る
。
後
ろ
の

堂
は
壊
れ
て
い
な
い
が
、
位
牌
も
な
く
か
ら
っ
ぽ
で
あ
る
。
堂
を
通
り
過
ぎ
て

更
に
入
っ
て
み
る
と
、
山
の
崖
の
あ
た
り
か
ら
人
の
声
が
聞
こ
え
た
。
早
速
石

段
を
登
っ
て
尋
ね
て
み
る
と
、
岩
の
洞
窟
に
人
の
家
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　

一
人
の
男
が
松
明
を
持
っ
て
出
て
き
た
。
祠
を
管
理
す
る
楊
と
い
う
姓
の
者

で
あ
っ
た
。彼
は
私
を
案
内
し
て
、崖
の
右
側
か
ら
仰
止
亭
へ
登
ら
せ
て
く
れ
た
。

仰
止
亭
は
崖
の
際
に
高
く
懸
か
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
の
風
景
は
、
あ
た
り
は

透
き
通
る
よ
う
に
美
し
く
、
周
囲
は
翠
が
映
え
、
高
い
峯
を
仰
ぎ
見
た
り
、
奥

深
い
谷
を
俯
瞰
し
た
り
で
き
た
。
ま
こ
と
に
そ
こ
に
留
ま
り
続
け
、
帰
る
の
を

忘
れ
て
し
ま
う
景
勝
で
あ
っ
た
。
楊
某
は
、
既
に
暗
く
な
っ
て
久
し
く
、
夜
を

告
げ
る
警
戒
の
太
鼓
が
鳴
る
時
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
渡
し
場
に
人

が
い
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
か
と
心
配
し
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
暗
い
中
を
二
里

あ
ま
り
、
私
を
扶
助
し
て
く
れ
、
中
坊
渡
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
間
私
に
、

彼
の
父
親
は
も
う
八
十
八
歳
だ
が
、
い
ま
だ
に
食
事
が
進
む
健
啖
家
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
話
し
て
く
れ
た
。
ま
こ
と
に
親
孝
行
で
、
礼
儀
正
し
く
親
切
な
人
物

で
あ
る
。
渓
流
の
反
対
側
の
船
頭
に
声
を
か
け
、
川
を
渡
っ
て
南
門
か
ら
貴
渓

県
城
に
入
る
。

　
一
里
あ
ま
り
で
貴
渓
県
城
の
舒
龍
山
の
宿
に
た
ど
り
着
き
、
宿
す
。

　

今
回
の
遊
覧
は
、
石
壁
の
中
に
徐
巌
の
名
前
を
見
い
だ
し
た
り
、
暗
く
な
っ

た
中
で
三
つ
の
峡
谷
に
足
を
標
し
た
り
し
た
。
溪
南
の
景
勝
の
地
は
余
す
と
こ

ろ
無
く
観
覧
で
き
た
。
中
で
も
仙
人
橋
と
一
線
天
の
二
つ
の
奇
勝
は
、
今
回
の

遊
覧
の
中
で
最
高
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
私
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
景
勝
の
中

で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

二
十
四
日　

朝
食
の
後
、
予
定
通
り
貴
渓
県
城
の
西
南
門
か
ら
出
て
川
を
渡

り
、
車
夫
を
待
つ
。
し
ば
ら
く
し
て
よ
う
や
く
出
発
す
る
。
既
に
午
前
も
か
な

り
す
ぎ
て
い
た
。

　

南
に
十
里
で
、
新
田
鋪
で
あ
る
。
そ
こ
は
次
第
に
開
け
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど

西
華
山
の
南
に
あ
た
る
。
巌
々
を
眺
め
回
す
と
、
ご
つ
ご
つ
と
し
て
並
び
立
ち
、

一
連
の
山
脈
を
な
し
て
い
る
。
高
い
低
い
は
あ
る
も
の
の
、
切
れ
目
は
な
い
。

　

ま
た
十
里
で
、
聯
桂
鋪
（
桂
店
部
）
で
昼
食
を
摂
る
。

　

ま
た
二
十
里
で
、
馬
鞍
山
を
通
り
過
ぎ
る
、
こ
こ
は
横
石
鋪（
不
詳
）で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
再
び
山
谷
に
入
る
。

　

ま
た
四
里
で
、
嶺
を
一
つ
越
え
、
下
っ
て
申
命
地
（
不
詳
）
に
投
宿
す
る
。

こ
の
場
所
は
、
南
に
応
天
山
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
張
真
人
の
い
る
上
清
宮
へ
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向
か
う
に
は
、
こ
こ
が
出
発
と
な
る
。「
申
命
」
と
い
う
の
は
「
応
天
」
と
対
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
日
の
夜
、
旅
館
の
主
人
の
烏
と
い
う
姓
の
者
が
、
私
の
た
め
に
次
の
よ

う
に
言
う
、「
こ
こ
か
ら
南
に
直
接
上
清
宮
に
行
く
な
ら
ば
二
十
五
里
で
あ
る
。

ま
た
西
に
仙
巌
に
行
く
な
ら
ば
、
た
だ
の
二
十
里
で
あ
る
。
も
し
先
に
上
清
宮

に
行
き
、
そ
の
後
仙
巌
に
ま
わ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
二
十
里
で
あ
る
。
だ

か
ら
ま
ず
こ
こ
か
ら
は
仙
巌
に
向
か
い
、
上
清
宮
を
後
回
し
に
す
る
方
が
よ
い
」

と
。
私
は
よ
い
考
え
だ
と
思
い
、
そ
れ
に
従
っ
て
計
画
を
定
め
た
。
つ
ま
り
明

日
は
、
静
聞
君
に
は
荷
物
を
積
ん
だ
車
輌
と
と
も
に
直
接
上
清
宮
へ
行
っ
て
私

を
待
っ
て
い
て
も
ら
い
、
私
は
と
言
え
ば
、
軽
装
で
顧
僕
だ
け
を
引
き
連
れ
て
、

西
に
脇
道
を
通
っ
て
仙
巌
に
向
か
う
と
い
う
も
の
だ
。
す
る
と
主
人
が
更
に
言

う
、「
仙
巌
の
西
十
五
里
に
馬
祖
巌
が
あ
る
。〔
そ
こ
は
安
仁
県
の
境
域
に
な
る
。〕

そ
の
巌
は
甚
だ
優
れ
た
景
勝
で
あ
る
が
、
仙
巌
を
先
に
す
る
と
少
々
迂
回
に
な

る
。
直
接
馬
祖
巌
に
行
き
、
転
じ
て
東
に
進
ん
で
、
仙
巌
、
龍
虎
山
と
歴
訪
し
、

最
後
に
上
清
宮
を
訪
ね
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
」
と
。
私
は
ま
す
ま
す
よ
い
考
え

だ
と
思
っ
た
。

　

二
十
五
日　

黎
明
に
朝
食
を
摂
り
出
発
す
る
。
雨
が
し
と
し
と
と
降
り
、
止

ま
な
い
。

　

と
う
と
う
静
聞
君
と
別
れ
る
。
彼
は
車
を
駆
っ
て
南
へ
進
み
、
私
は
徒
歩
で

西
へ
向
か
う
。

　

四
里
で
、
章
源
（
荘
原
）
に
至
る
。

　

ま
た
四
里
で
、
小
さ
な
峠
を
越
え
、
桃
源
（
桃
源
熊
家
）
に
至
る
。

　

ま
た
小
さ
な
峠
を
越
え
、
二
里
で
石
底
（
石
壁
桂
家
）
に
至
る
。
川
を
二
度

渡
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
橋
が
架
か
っ
て
い
た
。

　

三
里
で
、
連
塘
（
蓮
塘
）
に
至
る
。

　

小
さ
な
峠
を
越
え
、
二
里
で
、
橋
を
渡
る
。

　

ま
た
二
里
で
、
鐵
罏
坂
（
天
禄
坂
？
）
で
あ
る
。

　

ま
た
三
里
で
、
香
爐
峯
を
通
り
過
ぎ
る
。
こ
の
峯
は
三
層
に
重
な
っ
て
お
り
、

南
面
は
上
か
ら
下
ま
で
真
っ
直
ぐ
裂
け
て
お
り
、
中
程
に
窪
ん
だ
場
所
が
あ
る
。

仏
者
の
庵
が
あ
る
。
そ
の
と
き
ち
ょ
う
ど
、
雨
が
大
層
降
っ
て
き
た
の
で
、
登

る
の
は
あ
き
ら
め
た
。
香
爐
峯
の
西
側
は
、
安
仁
県
の
東
の
境
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
は
饒
州
府
の
境
域
で
あ
る
。

（
こ
こ
か
ら
饒
州
府
安
仁
県
）

　

三
里
で
、
簡
堂
源
（
不
詳
）
で
あ
る
。

　

一
里
ほ
ど
行
く
と
、
雨
足
が
狂
っ
た
よ
う
に
強
く
な
っ
て
き
て
、
着
物
の
中

も
外
も
ぐ
っ
し
ょ
り
と
な
る
。

　

三
里
で
、
新
巌
の
麓
を
過
ぎ
る
。
し
か
し
巌
が
上
に
あ
る
は
ず
な
の
に
ど
こ

な
の
か
分
か
ら
な
い
。
新
巌
の
東
の
峡
谷
か
ら
入
り
、
北
に
向
か
う
と
、
西
側

の
崖
の
麓
に
岩
が
た
く
さ
ん
横
た
わ
っ
て
い
て
、
上
に
は
飛
瀑
が
交
差
し
て
し

て
注
い
で
い
る
の
が
見
え
た
。
そ
こ
で
道
を
間
違
え
た
の
だ
と
覚
っ
た
。
そ
こ

で
巌
の
陰
で
雨
を
避
け
る
こ
と
に
し
、
持
参
し
た
橘
柚
を
剝
い
て
昼
食
と
し
た
。

　

そ
の
の
ち
、
顧
僕
を
や
っ
て
北
側
を
探
索
さ
せ
た
が
様
子
が
分
か
ら
な
い
。

再
び
引
き
返
し
南
側
を
探
っ
て
み
る
と
、
南
の
崖
の
と
こ
ろ
に
竹
林
に
被
わ
れ

た
人
家
が
あ
る
の
が
見
え
た
。
そ
こ
で
そ
こ
が
馬
祖
巌
で
間
違
い
な
い
と
判
断

し
た
。
速
や
か
に
峡
谷
を
出
て
、
そ
の
巌
に
向
か
う
。
巌
は
高
く
聳
え
て
は
い

る
が
、
山
の
中
腹
に
蟠
っ
て
い
る
、
そ
し
て
石
質
は
粗
雑
で
も
ろ
く
、
洞
窟
も

偏
平
な
も
の
で
、
曲
が
っ
た
り
透
き
通
っ
た
り
と
い
う
趣
は
無
い
。
そ
の
と
き

覚
っ
た
、
こ
れ
は
新
巌
で
あ
り
、
旧
巌
で
は
な
い
こ
と
を
。
加
え
て
、
そ
こ
に

い
た
僧
侶
達
が
食
事
を
用
意
し
て
は
く
れ
た
も
の
の
、
そ
の
意
中
を
察
す
る
に
、
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我
々
が
逗
留
す
る
の
を
迷
惑
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
速
や

か
に
そ
こ
か
ら
出
て
、
さ
っ
さ
と
山
を
下
り
た
。

　

か
く
て
ま
た
雨
の
中
を
徘
徊
し
、
西
に
一
里
で
、
転
じ
て
北
に
峡
谷
に
入
る
。

峡
谷
の
入
り
口
に
は
巨
石
が
ご
ろ
ご
ろ
と
し
て
い
て
、
高
く
ま
た
低
く
蟠
り
、

対
峙
し
て
い
る
。
生
い
茂
る
樹
木
や
ま
と
わ
り
つ
く
古
い
藤
が
、
巌
の
上
を
鳥

籠
の
よ
う
に
被
い
、
甚
だ
雅
趣
が
あ
る
。
峡
谷
か
ら
入
る
と
、
崖
が
東
西
に
並

び
立
ち
、
北
の
方
は
つ
な
が
っ
て
い
て
、
南
に
開
け
て
い
る
。
開
け
て
い
る
と

こ
ろ
が
峡
谷
の
入
り
口
で
、
閉
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
谷
の
底
で
あ
る
。

　

馬
祖
巌
は
左
の
崖
の
半
ば
に
位
置
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
新
巌
の
背
面
に
当

た
る
。
そ
こ
に
横
様
に
裂
け
た
洞
窟
は
、
ち
ょ
う
ど
新
巌
に
あ
っ
た
そ
れ
と
同

じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
洞
窟
の
あ
た
り
に
は
僧
侶
た
ち
が
二
手
に
分
か
れ
て

居
所
を
定
め
て
い
た
。
そ
し
て
洞
窟
に
は
犬
・
豚
・
牛
・
馬
を
い
れ
た
囲
い
が

い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
私
は
、峡
谷
の
底
か
ら
馬
祖
巌
に
登
り
、南
に
上
っ
て
き
た
。

そ
の
と
き
は
雨
が
ま
だ
止
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
馬
祖
巌
の
下
を
行
く
と

き
に
は
、
玉
の
よ
う
な
水
し
ぶ
き
が
外
へ
舞
い
散
り
、
玉
の
よ
う
な
飛
瀑
が
目

の
前
で
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
た
。
上
を
振
り
仰
げ
ば
、
重
な
る
巌
々
や
洞
窟

な
ど
の
上
に
、
欄
干
や
柵
が
あ
っ
て
空
に
連
な
っ
て
い
る
よ
う
見
え
、
す
ば
ら

し
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
登
っ
て
そ
こ
へ
来
て
み

る
と
、
臭
気
が
ひ
ど
く
て
近
づ
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
要
す
る
に
家
畜
ど
も
の

ね
ぐ
ら
で
あ
り
、
人
が
生
活
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
は
ち
っ

ぽ
け
な
あ
ば
ら
や
に
過
ぎ
ず
、
ま
る
で
牢
獄
の
よ
う
に
黒
々
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
時
私
ら
の
衣
服
は
ひ
ど
く
濡
れ
て
い
て
、
空
も
暗
く
な
っ
て
い
た
。（
そ

こ
で
一
宿
を
頼
も
う
と
し
た
が
）
南
の
房
で
は
ち
ょ
う
ど
人
々
を
集
め
て
法
事

を
し
て
い
る
と
か
で
、
来
客
を
断
っ
た
。
北
の
房
も
そ
れ
に
倣
い
、
泊
め
て
く

れ
な
い
。
既
に
あ
ち
こ
ち
徘
徊
し
て
い
て
疲
労
も
た
ま
り
、
寒
さ
も
耐
え
ら
れ

な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
無
理
を
言
っ
て
、
石
造
り
の
小
屋
の
中
で

眠
ら
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
顧
僕
に
命
じ
て
持
参
し
た
米
と
炊
飯
器
具

で
煮
炊
き
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
僧
侶
達
は
、
煮
炊
き
に
必
要
な
薪

柴
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
う
ち
こ
ち
ら
の
細
米
と
交
換
で
、
粥
を
手
に
入
れ
た
。

し
か
し
そ
の
粥
と
い
え
ば
、
薄
く
米
粒
の
姿
が
見
え
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

二
十
六
日　

黎
明
に
起
き
、
ま
た
米
を
炊
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
僧
侶
ら
は

薪
を
く
れ
ず
、
こ
ち
ら
の
細
米
と
彼
ら
の
作
る
粥
と
を
交
換
し
よ
う
と
い
う
。

や
む
な
く
と
り
あ
え
ず
そ
れ
を
食
ら
い
、
さ
っ
さ
と
出
発
す
る
。

　

以
前
の
通
り
に
、
北
側
の
山
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
下
り
、
顧
僕

に
先
に
峡
谷
の
入
り
口
か
ら
外
へ
出
さ
せ
て
お
き
、
私
は
ひ
と
り
で
転
じ
て
西

の
崖
に
登
る
。
こ
こ
の
巌
も
横
に
裂
け
る
こ
と
馬
祖
巌
と
同
じ
だ
っ
た
が
、
深

さ
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
。
し
か
し
、
馬
祖
巌
の
よ
う
に
穢
臭
な
も
の
で
満
た

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
清
浄
で
あ
る
。
巌
の
端
か
ら
真
っ
直
ぐ
南
に
進
む
。

路
の
端
は
ど
こ
も
削
り
取
っ
た
よ
う
に
険
し
く
、
巌
の
は
ず
れ
に
至
る
と
、
岩

壁
が
切
り
立
っ
て
お
り
、
高
さ
と
険
し
さ
の
あ
ま
り
、
と
て
も
下
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

　

突
然
、
峡
谷
を
突
き
通
っ
て
い
る
洞
窟
が
あ
っ
た
。
そ
こ
を
通
っ
て
西
に
行

く
と
路
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。
一
本
は
崖
沿
い
に
北
に
向
か
い
、
も
う
一

本
は
や
は
り
崖
沿
い
に
南
に
向
か
う
。
両
側
の
崖
は
壁
の
よ
う
に
そ
そ
り
立
ち
、

上
の
方
は
一
本
の
線
を
な
す
ば
か
り
。
そ
の
線
は
東
側
の
崖
の
下
に
至
り
、
再

び
分
か
れ
て
そ
こ
に
巌
を
な
す
。
そ
こ
で
も
馬
祖
巌
の
よ
う
に
横
に
裂
け
目
が

入
っ
て
い
る
が
、
清
浄
幽
遠
で
、
そ
の
趣
と
言
え
ば
天
地
程
の
開
き
が
あ
る
。

　

巌
の
外
側
の
崖
と
そ
れ
に
向
か
い
合
う
崖
と
は
、
双
方
と
も
下
の
方
に
は
百

仞
も
深
さ
の
谷
を
な
し
、
上
の
方
に
は
千
尺
の
高
さ
で
天
を
刺
す
。
そ
れ
で
い
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て
そ
の
間
隔
は
一
尺
程
し
か
な
い
。
そ
し
て
中
間
は
横
に
裂
け
る
洞
窟
が
、
重

な
る
楼
閣
の
よ
う
に
深
遠
に
横
た
わ
る
。
た
だ
、
極
北
部
分
だ
け
が
豁
然
と
開

い
て
い
て
、
外
境
へ
通
じ
て
い
る
。
そ
の
開
け
た
と
こ
ろ
は
太
陽
が
照
ら
し
て

明
る
い
が
、
土
地
は
険
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
削
り
取
ら
れ
た
崖
や
そ
そ
り
立

つ
壁
が
あ
り
、
と
う
て
い
上
っ
た
り
下
り
た
り
は
で
き
な
い
。
ま
こ
と
に
自
然

の
生
み
出
し
た
幽
遠
険
阻
の
地
で
、
こ
れ
ぞ
「
別
天
地
」
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。

　

再
び
引
き
返
し
、
さ
き
ほ
ど
の
洞
窟
か
ら
出
て
の
道
が
分
か
れ
て
い
る
所
に

戻
っ
て
来
た
。
そ
の
上
を
振
り
仰
ぐ
と
、
平
ら
な
石
が
飛
び
出
し
て
い
て
、
上

に
登
れ
そ
う
な
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
も
高
い
の
で
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
南
の

道
か
ら
峯
に
沿
っ
て
上
っ
て
み
る
と
、
高
く
聳
え
る
高
殿
の
よ
う
に
巌
が
聳
え

て
お
り
、
や
は
り
登
る
す
べ
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
別
天
地
を
開
い
て

い
る
。

　

だ
い
ぶ
長
い
間
、
顧
僕
を
峡
谷
の
下
で
待
た
せ
て
い
た
。
そ
こ
で
巌
を
突
き

通
っ
て
い
る
洞
窟
を
通
っ
て
、
そ
の
ま
ま
東
の
方
に
崖
の
端
ま
で
行
き
、
峡
谷

の
入
り
口
に
下
る
道
を
捜
し
た
が
、
見
つ
か
ら
な
い
。
元
の
道
を
崖
沿
い
に
ず

っ
と
引
き
返
し
、
谷
の
北
の
山
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
戻
っ
た
と
こ

ろ
、
顧
僕
は
私
を
じ
っ
と
み
て
い
る
だ
け
で
、
ま
だ
峡
谷
か
ら
外
へ
出
て
い
な

か
っ
た
。
再
び
大
声
で
声
を
か
け
て
そ
こ
に
至
っ
た
。

　

そ
こ
か
ら
東
南
に
四
里
で
、
南
吉
嶺
を
過
ぎ
る
。
遙
か
東
に
山
々
が
乱
雑
に

続
き
、翠
が
帯
を
な
し
て
い
る
の
が
望
見
さ
れ
る
。一
番
北
に
並
び
聳
え
る
の
が
、

排
衙
石
で
あ
る
。
最
も
高
い
。
そ
の
南
に
斜
め
に
突
き
出
し
て
い
る
の
が
仙
巌

で
あ
る
。
最
も
秀
麗
で
あ
る
。
そ
し
て
南
吉
嶺
の
下
の
と
こ
ろ
に
近
づ
い
て
見

る
と
、
平
ら
な
耕
地
の
中
に
一
本
の
石
柱
が
そ
そ
り
立
ち
、
そ
の
四
面
は
削
い

だ
よ
う
に
険
し
い
も
の
が
あ
る
、
碣
石（
金
槍
峯
）で
あ
る
。
最
も
峻
峭
で
あ
る
。

峠
を
く
だ
る
と
、
東
か
ら
大
渓
が
流
れ
て
き
て
、
嶺
の
麓
ま
で
迫
っ
て
い
る
の

が
見
え
る
。
こ
の
渓
流
は
瀘
渓
か
ら
分
か
れ
て
、
上
清
宮
を
経
由
し
て
こ
こ
に

下
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
渓
流
の
北
岸
を
遡
る
。

　

東
南
に
四
里
で
、
碣
石
の
下
に
至
る
。
そ
の
石
を
見
上
げ
れ
ば
そ
そ
り
立
ち
、

上
に
伸
び
る
に
従
っ
て
広
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
い
よ
い
よ
険
し
く
な
っ

て
お
り
、
独
立
し
た
柱
が
天
を
支
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
下
に
碣
石
村

が
あ
る
。
こ
こ
は
安
仁
県
の
東
南
の
境
で
あ
る
。

（
こ
こ
か
ら
広
信
府
貴
渓
県
に
も
ど
る
）

　

渓
流
を
渡
る
が
、
そ
の
南
は
瀝
水
で
あ
る
。
渓
流
沿
い
の
山
の
上
に
民
家
が

数
十
戸
あ
る
。
こ
れ
ら
は
貴
渓
県
に
属
す
。

　

ま
た
東
に
五
里
で
、
排
衙
石
の
西
に
至
る
。
こ
こ
が
漁
塘
で
あ
る
。
漁
塘
の

民
は
粗
紙
を
造
る
の
を
生
業
と
し
て
い
る
。
東
に
大
渓
に
臨
ん
で
い
る
。

　

渓
流
沿
い
に
西
南
に
一
里
行
く
と
、
蔡
坊
渡
で
あ
る
。
こ
こ
に
止
宿
す
る
。

　

二
十
七
日　

蔡
坊
で
渓
流
を
渡
る
。

　

東
に
一
里
で
、
龍
虎
観
（
正
一
観
）
で
あ
る
。
観
の
後
ろ
に
一
里
で
、
水
簾

洞
が
あ
る
。

　

龍
虎
観
の
後
ろ
の
山
か
ら
出
て
南
に
五
里
で
、
蘭
車
渡
（
蘭
車
劉
家
）
で
あ

る
（
こ
こ
で
川
を
渡
る
）。

　

さ
ら
に
三
里
で
、
南
鎮
宮
（
不
詳
）
で
あ
る
。

　

そ
こ
か
ら
北
に
行
き
東
に
転
じ
て
一
里
で
、渓
流
を
渡
る
。そ
こ
が
上
清
街（
上

清
鎮
）
で
あ
る
。
こ
の
町
は
と
て
も
細
長
い
。

　

東
に
一
里
で
、
眞
人
府
（
天
師
府
）
で
あ
る
。
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そ
こ
で
南
に
渓
流
を
渡
り
、
五
里
進
む
と
、
峠
を
一
つ
越
え
る
。
そ
こ
は
胡

墅
（
不
詳
）
と
い
う
名
で
あ
る
。

　

西
南
に
七
里
で
石
岡
山
（
不
詳
）
と
い
う
、
金
谿
県
の
東
の
境
界
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
撫
州
に
入
る
。

（
こ
こ
か
ら
撫
州
府
金
谿
県
）

　

ま
た
三
里
で
、
淳
塘
（
不
詳
）
と
い
う
と
こ
ろ
。

　

ま
た
五
里
で
、
孔
坊
と
い
う
と
こ
ろ
。
こ
こ
は
住
民
の
姓
が
み
な
江
と
い
う
。

こ
こ
に
泊
ま
る
。

﹇
注
﹈
孔
坊
…
「
金
渓
県
地
名
志
」
で
は
、
孔
氏
は
山
東
曲
阜
か
ら
移
転
し
て
き
て
、

五
十
五
代
を
経
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
「
墓
碑
銘
」
を
引
き
「
宋
元
豊
壬
戌
年
（
一

○
八
二
）、
江
仁
彰
從
福
建
光
澤
麻
石
徙
此
」
と
い
う
。
徐
霞
客
が
、
こ
の
村
の
人

は
姓
が
み
な
「
江
」
だ
と
い
う
の
に
符
合
す
る
。

　

十
月
二
十
八
日　

孔
坊
か
ら
三
里
で
、
鄭
陀
嶺
（
不
詳
）
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
七
里
で
、
連
洋
鋪
（
連
洋
識
）
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
十
里
で
、
葛
坊
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
十
里
で
、
青
田
鋪
（
不
詳
）
で
あ
る
。〔
石
梁
水
が
あ
る
、
鄧
埠
（
不

詳
）
か
ら
流
れ
て
き
て
い
る
。〕

　

さ
ら
に
十
里
で
、茅
田（
不
詳
）で
あ
る
、こ
こ
か
ら
撫
州
府
へ
往
く
道
が
あ
る
。

　

峠
道
を
一
つ
下
る
と
、五
里
橋
で
あ
る
。川
の
水
は
こ
こ
か
ら
西
に
許
灣
橋（
許

灣
鎮
）
に
向
か
う
。
南
に
庵
が
あ
り
、
そ
の
旁
に
楼
閣
が
あ
る
、
迎
送
の
場
所

な
の
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
東
南
に
進
み
金
谿
県
城
に
入
る
。
県
城
は
東
西
が
二
里
で
あ
る
。
東

か
ら
入
り
西
に
出
る
。
県
城
の
北
門
は
撫
州
府
へ
往
く
道
で
あ
る
。

　

県
城
の
東
北
に
黄
尖
嶺
が
あ
る
。
こ
れ
が
金
を
産
出
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
志
」
に
い
う
金
窟
山
で
あ
る
。〔
県
城
の
東
五
里
に
あ
る
。〕
そ
の
西
は
茵
陳
嶺

（
不
詳
）
で
あ
る
。
西
に
向
か
っ
て
山
崗
が
延
び
て
い
る
、
五
里
橋
の
北
の
分
水

嶺
と
な
っ
て
い
る
。

　

金
窟
山
の
東
南
に
あ
っ
て
、県
城
の
南
を
め
ぐ
る
山
は
、朱
干
山
と
い
う
。〔
つ

ま
り
翠
雲
山
で
あ
る
、
そ
こ
に
は
翠
雲
寺
が
あ
る
。
今
は
朱
干
と
い
う
。〕

　

金
窟
山
・
茵
陳
嶺
か
ら
伸
び
て
、
北
東
南
の
三
面
か
ら
県
城
を
囲
っ
て
い
る

の
が
、い
わ
ゆ
る「
錦
繡
谷
」で
あ
る
。西
南
方
面
だ
け
が
ち
ょ
っ
と
欠
け
て
い
て
、

朱
干
山
に
沿
っ
て
西
に
流
れ
る
小
河
川
が
あ
る
。
そ
れ
は
許
灣
橋
ま
で
下
っ
て
、

や
っ
と
船
を
浮
か
べ
ら
れ
る
も
の
に
な
る
と
言
う
。

　

朱
干
山
の
南
に
、
高
く
聳
え
る
山
が
あ
る
、
そ
れ
も
亦
た
東
北
よ
り
廻
っ
て

き
て
南
に
伸
び
る
。
劉
陽
寨
（
不
詳
）
と
牟
瀰
嶺
（
不
詳
）
で
あ
る
。
そ
の
東

は
瀘
溪
で
あ
る
、
そ
の
西
は
金
谿
の
大
塘
山（
不
詳
）で
あ
る
、
お
そ
ら
く「
志
」

に
い
う
所
の
梅
峯
（
不
詳
）
で
あ
ろ
う
。〔
さ
ら
に
南
に
は
七
寶
山
（
不
詳
）
が

あ
る
。〕

　

二
十
九
日　

大
塘
よ
り
出
発
す
る
。
大
塘
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
も
の
と
し

て
、
東
に
牟
瀰
頂
の
大
山
が
あ
る
。

　

南
に
十
里
で
、
南
嶽
鋪
（
不
詳
）
で
あ
る
。

　

又
た
西
南
に
十
里
で
、
賈
源
（
不
詳
）
で
あ
る
。

　

又
た
五
里
で
、
清
江
源
で
あ
る
。

（
お
そ
ら
く
こ
こ
ら
あ
た
り
か
ら
建
昌
府
南
城
県
に
入
る
）

　

江
に
沿
っ
て
西
南
に
五
里
で
、
後
車
鋪
で
あ
る
、
こ
こ
で
昼
食
を
摂
る
。

　

又
た
南
に
十
里
で
、
界
山
嶺
（
不
詳
）
で
あ
る
。〔
一
名
韓
婆
寨
と
も
い
う
。〕

　

嶺
を
下
り
二
里
で
、
瀘
溪
の
分
道
で
あ
る
。

　

又
た
二
里
で
、
大
坪
頭
で
あ
る
。
川
の
水
は
こ
こ
か
ら
南
流
に
変
わ
る
。

　

又
た
四
里
で
、
橫
坂
鋪
（
不
詳
）
で
あ
る
。
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さ
ら
に
五
里
で
、
七
星
橋
（
不
詳
）
で
あ
る
。

　

又
た
五
里
で
、
潭
樹
橋
（
不
詳
）
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
十
里
で
、
梧
桐
隘
（
不
詳
）
で
あ
る
。

　

揭
陽
（
不
詳
）
に
は
渡
場
が
無
い
、
建
昌
府
城
の
東
門
に
至
り
、
投
宿
す
る
。

（「
江
右
遊
日
記
」
未
完
）

注（１
）
本
稿
に
先
立
つ
も
の
は
次
の
通
り
。

「
徐
霞
客
遊
記
訳
注
稿
―
―
名
山
遊
記
篇
（
一
）『
遊
天
台
山
日
記
』」『
埼
玉
大
学
国

語
教
育
論
叢
』
第
十
四
号
、
二
○
一
一
年

「
徐
霞
客
遊
記
訳
注
稿
―
―
名
山
遊
記
篇
（
二
）『
嵩
山
日
記
』」『
埼
玉
大
学
国
語
教

育
論
叢
』
十
五
号
、
二
○
一
二
年

「
徐
霞
客
遊
記
訳
注
稿　

西
南
遊
記
篇
（
一
）『
浙
遊
日
記
』（
前
半
）」『
埼
玉
大
学
紀

要
』（
教
育
学
部
）
第
六
十
一
巻
第
二
号
、
二
○
一
二
年

「
徐
霞
客
遊
記
訳
注
稿　

西
南
遊
記
篇
（
二
）『
浙
遊
日
記
』（
後
半
）」『
埼
玉
大
学
紀

要
』（
教
育
学
部
）
第
六
十
二
巻
第
一
号
…
投
稿
中

参
考
文
献
等

●
訳
注
類

朱
恵
栄
校
注
『
徐
霞
客
遊
記
校
注
』
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
（
底
本
）

朱
恵
栄
等
訳
注
『
徐
霞
客
遊
記
全
訳
』
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
九
七
年

黄

注
譯
・
黄
志
民
校
閲
『
新
譯
徐
霞
客
遊
記
』
三
民
書
局
、
二
○
○
二
年

●
参
照
文
献

○
明
清
地
方
志

李
瑞
鍾
等
纂
修
「
常
山
縣
志
」
六
十
八
巻
首
一
巻
末
一
巻
、
光
緒
十
二
年

黄
壽
祺
修
「
玉
山
縣
志
」
十
一
巻
首
一
巻
圖
一
巻
、
同
治
十
二
年

王
恩
溥
修
・
李
樹
藩
等
纂
「
上
饒
縣
志
」
二
十
六
巻
首
一
巻
、
同
治
十
二
年

張
廷
珩
等
修
「
鉛
山
縣
志
」
三
十
巻
首
一
巻
、
同
治
十
二
年

兪
致
中
修
・
汪
炳
熊
等
纂
「
弋
陽
縣
志
」
十
四
巻
首
一
巻
、
同
治
十
年

楊
長
傑
修
・
黄
聯
珏
等
纂
「
貴
溪
縣
志
」
十
巻
首
一
巻
、
同
治
年
間

鄭
浴
脩
等
纂
「
金
谿
縣
志
」
三
十
六
巻
首
一
巻
末
一
巻
、
同
治
年
間

○
現
代
地
方
志
類

常
山
県
志
編
纂
委
員
会
「
常
山
県
志
」
浙
江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
○
年

玉
山
県
地
名
弁
公
室
編
「
江
西
省
玉
山
県
地
名
志
」、
一
九
八
四
年

江
西
省
玉
山
県
志
編
纂
委
員
会
「
玉
山
縣
誌
」
江
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年

江
西
省
上
饒
市
地
名
弁
公
室
編
「
江
西
省
上
饒
市
地
名
志
」
一
九
八
六
年

上
饒
県
県
志
編
纂
委
員
会
「
上
饒
県
志
」
中
共
中
央
党
校
出
版
社
、
一
九
九
三
年

江
西
省
上
饒
市
信
州
区
地
方
志
編
纂
委
員
会
編
「
上
饒
市
志
」
方
志
出
版
社
、
二

○
○
五
年

鉛
山
県
県
志
編
纂
委
員
会
編
「
鉛
山
県
志
」
南
海
出
版
公
司
、
一
九
九
○
年

江
西
省
弋
陽
県
地
名
志
編
輯
部
編
「
江
西
省
弋
陽
県
地
名
志
」、
一
九
八
四
年

弋
陽
県
県
志
編
纂
委
員
会
編
「
江
西
省
弋
陽
県
志
」
南
海
出
版
、
一
九
九
一
年

貴
渓
県
地
名
弁
公
室
編
「
江
西
省
貴
渓
県
地
名
志
」、
一
九
八
七
年

貴
溪
県
志
編
纂
委
員
会
「
貴
溪
県
志
」
中
国
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
九
六
年

金
渓
県
人
民
政
府
地
名
弁
公
室
編
「
江
西
省
金
渓
県
地
名
志
」、
一
九
八
六
年

金
渓
県
志
編
纂
領
導
小
組
編
「
金
渓
県
志
」
新
華
出
版
社
、
一
九
九
二
年

金
渓
県
志
編
纂
委
員
会
編
「
金
渓
県
志
」
三
秦
出
版
社
、
二
○
○
七
年

○
山
岳
概
説
書

龔
国
光
他
編
『
丹
霞
亀
峯　

奇
絶
江
南
』
百
花
洲
文
芸
出
版
社
、
二
○
○
○
年

丁
新
権
他
編
『
龍
虎
山
和
亀
峯
』
江
西
科
学
技
術
出
版
社
、
二
○
○
九
年

周
佐
明
他
編
『
丹
山
碧
水　

虎
踞
龍
盤
』
百
花
洲
文
芸
出
版
社
、
二
○
○
○
年

周
佐
明
他
編
『
暢
游　

龍
虎
山
』
百
花
洲
文
芸
出
版
社
、
二
○
○
二
年

●
地
図
類

○
陸
軍
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
地
形
図

●

五
万
分
一
図

「
灰
埠
」「
玉
山
縣
」「
沙
溪
街
」「
八
都
街
」「
上
饒
縣
」「
楓
嶺
頭
」「
横
峯
縣
」「
貴
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溪
縣
」「
塘
灣
」「
鷹
潭
」「
上
清
宮
」「
瑶
下
積
」「
金
谿
縣
」「
滸
灣
」

●

十
万
分
一
図

「
玉
山
」「
上
饒
」「
横
峯
」「
貴
谿
」「
金
谿
」

●

東
亜
五
十
万
分
一
図

「
廣
信
」「
建
寧
」「
南
昌
」「
建
昌
」

○
徐
霞
客
遊
記
関
連
図

丁
文
江
撰
『
徐
霞
客
游
記
二
十
巻
』
付
図
、
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
二
八
年

褚
紹
唐
主
編
『
徐
霞
客
旅
行
路
線
考
察
図
集
』
中
国
地
図
出
版
社
、
一
九
九
一
年

○
そ
の
他
の
現
在
市
販
の
地
図

『
中
国
歴
史
地
図
集
』
第
七
冊
（
元　

明
時
期
）
中
国
地
図
出
版
社
、
一
九
八
二
年

『
江
西
省
地
図
冊
』
中
国
地
図
出
版
社
、
二
○
一
○
年

『
江
西
及
周
辺
省
区
公
路
網
地
図
集
』
中
国
地
図
出
版
社
、
二
○
一
三
年

『
龍
虎
山
導
游
図
』
海
潮
撮
影
芸
術
出
版
社
、
二
○
○
九
年

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
地
図
類

百
度BAI-D

U
G
oogle Earth


