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は
じ
め
に

　

私
は
九
州
大
学
で
中
国
哲
学
史
を
学
び
、
は
じ
め
は
戦
国
秦
漢
時
代
の

中
国
古
代
思
想
史
を
研
究
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
地
理
的
な
事
象
や
著
述

に
つ
い
て
思
想
史
的
な
研
究
が
で
き
な
い
か
と
考
え
、
治
水
水
利
史
の
思

想
史
的
背
景
や
意
義
、
さ
ら
に
山
川
地
誌
や
游
記
の
思
想
史
的
位
置
づ
け

な
ど
を
考
察
し
た
。
そ
の
一
つ
の
成
果
と
し
て
「
天
台
山
記
」
と
い
う
宗

教
的
な
山
岳
志
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
後
、
山
川
游
記
の
研
究
を

進
め
て
い
る
う
ち
に
、
二
〇
一
〇
年
頃
に
明
末
の
徐
霞
客
の
「
遊
記
」
に

出
会
い
、
今
は
そ
の
研
究
を
中
心
と
し
て
い
る
。

　

今
回
は
こ
の
徐
霞
客
に
つ
い
て
発
表
を
し
た
い
。
な
お
、
末
尾
に
、
徐

霞
客
の
年
譜
（
表
１
）
、
徐
霞
客
の
研
究
史
（
表
２
）
、
徐
霞
客
の
足
跡
（
図

４
）
を
示
す
。

一　

徐
霞
客
と
そ
の
遊
記

　

徐
霞
客
（
一
五
八
七
～
一
六
四
一
）
、
諱
は
弘
祖
（
清
朝
中
期
以
降
は
、

乾
隆
帝
の
諱
弘
暦
を
避
け
て
、
宏
祖
と
表
記
す
る
）
、
霞
客
は
号
、
江
蘇

江
陰
の
人
。
科
挙
の
試
験
を
受
け
て
お
ら
ず
進
士
で
は
な
い
が
、
当
代
一

級
の
文
人
達
と
交
わ
っ
た
郷
紳
で
あ
る
。
彼
が
亡
く
な
っ
た
一
六
四
一
年

は
、
明
朝
滅
亡
の
三
年
前
で
、
明
朝
最
末
期
の
人
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

彼
の
名
前
を
今
に
伝
え
て
い
る
の
は
、
「
徐
霞
客
遊
記
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
旅
行
日
記
（
以
下
、
単
に
「
遊
記
」
と
す
る
）
。
全
十
巻
で
、
現
存

す
る
も
の
は
漢
文
で
約
六
十
万
字
で
、
膨
大
な
量
の
も
の
。
一
部
は
散
逸

し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
原
型
を
留
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

「
遊
記
」
第
一
巻
は
一
六
一
三
年
か
ら
一
六
三
三
年
ま
で
に
訪
れ
た
、

全
国
各
地
の
諸
名
山
川
の
旅
遊
日
記
で
あ
り
、
ま
と
め
て
「
名
山
游
記
」

と
い
う
。
い
ず
れ
も
三
～
五
日
間
ぐ
ら
い
の
短
編
の
日
記
で
、
当
該
山
川

を
遊
覧
し
た
こ
と
を
記
す
。
こ
う
し
た
短
編
・
当
該
山
川
の
游
記
は
、
中

国
で
は
長
い
伝
統
が
あ
り
、
多
く
の
文
人
達
が
残
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

客
観
的
記
述
を
旨
と
す
る
徐
霞
客
「
游
記
」
の
特
徴
が
見
ら
れ
は
す
る
も

の
の
、
と
り
わ
け
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。

【
講
演
】徐

霞
客
と
そ
の
遊
記

　
　
薄
　
井
　
俊
　
二
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第
二
巻
以
降
が
、「
游
記
」
を
特
徴
づ
け
る
も
の
。
一
六
三
六
年
か
ら
四

年
間
で
、
中
国
南
西
部
を
踏
破
し
た
こ
と
を
記
し
た
「
西
南
游
日
記
」
で

あ
る
。「
游
記
」
全
体
の
九
割
を
占
め
る
。
四
年
間
、
ほ
ぼ
間
断
な
く
書

き
綴
ら
れ
て
お
り
、
詳
細
な
記
述
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
足
跡
は
、

丁
文
江
が
初
め
て
作
っ
た
地
図
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
後
掲

「
図
４
」
参
照
）。

　

徐
霞
客
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う

が
（
１
）

、
大
陸
中
国
で
は
非
常
に
有
名
で
あ
る
。「
遊
記
」
は
地
理
に
関
わ

る
様
々
な
自
然
事
象
・
形
象
、
人
文
に
か
か
わ
る
事
柄
を
客
観
的
に
観
察
し
、

考
察
を
加
え
、
記
述
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
徐
霞
客
自

身
は
、
旅
行
家
、
あ
る
い
は
地
理
学
家
と
い
う
位
置
づ
け
を
さ
れ
、「
游
記
」

は
、
西
洋
近
代
地
理
学
に
先
ん
じ
た
科
学
的
成
果
を
挙
げ
た
も
の
と
し
て

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
特
に
鍾
乳
洞
な
ど
を
多
く
観
察
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
カ
ル
ス
ト
地
形
の
研
究
に
お
い
て
は
世
界
の
先
駆
者
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
（
２
）

。

　

現
在
で
も
毎
年
た
く
さ
ん
の
研
究
書
や
一
般
書
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

徐
霞
客
に
特
化
し
た
「
徐
霞
客
研
究
」
と
い
う
専
門
雑
誌
も
四
十
号
を
重

ね
て
い
る
。

　

ま
た
歴
史
の
教
科
書
に
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
中
国
史
」
の
参
考

書
で
は
、「
明
代
の
学
術
」
の
項
目
に
お
い
て
、李
時
珍
や
宋
応
星
と
並
ん
で
、

徐
霞
客
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
国
海
軍
に
は
「
徐

霞
客
号
」
と
い
う
名
の
軍
艦
も
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
で
は
、「
五
月
十
九

日
」
を
「
中
国
旅
行
の
日
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
遊
記
」
の
最
初

の
記
述
が
な
さ
れ
た
日
付
に
ち
な
む
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
徐
霞
客
の
知
名
度
は
高
く
、

長
い
研
究
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
二
〇
〇
四
年

の
呂
錫
生
の
『
徐
霞
客
研
究
集
成
』（
中
国
書
籍
出
版
社
）
と
い
う
、
そ
れ

ま
で
の
基
礎
的
な
研
究
を
集
大
成
し
た
も
の
以
降
は
、
中
国
大
陸
に
お
け

る
徐
霞
客
の
研
究
は
停
滞
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
旅
行
の
行

程
を
細
か
く
た
ど
る
な
ど
の
細
分
化
し
た
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
徐
霞
客

の
地
理
や
地
学
に
関
す
る
思
想
を
深
く
掘
り
下
げ
た
り
、
全
体
像
を
描
き

出
そ
う
と
い
う
も
の
は
出
て
い
な
い
。
あ
た
か
も
徐
霞
客
に
は
、
ま
と
ま
っ

た
地
理
の
学
の
概
念
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
私
見
で
は
徐
霞
客
に
は
、
中
国
の
大
地
の
あ
り
よ
う
に
つ
い

て
一
つ
の
明
確
な
考
え
、「
説
」
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
現
在
の
中
国

の
学
界
で
も
、
一
般
で
も
こ
と
さ
ら
に
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
説
」
に

つ
い
て
は
後
ほ
ど
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二　

「
徐
霞
客
遊
記
」
を
読
む

　

次
に
「
遊
記
」
の
文
章
を
若
干
見
て
い
く
。

①
遠
望

「
遊
五
臺
山
日
記
」
八
月
六
日
条

登
南
臺
絶
頂
、
有
文
殊
舍
利
塔
。
北
面
諸
臺
環
列
、
惟
東
南
・
西
南
少
有

隙
地
。
正
南
、
古
南
臺
在
其
下
、
遠
則
盂
縣
諸
山
屏
峙
、
而
東
與
龍
泉
崢

嶸
接
勢
。

　
　

 　

南
臺
の
頂
上
に
登
る
。
…
…
北
を
見
る
と
数
多
く
の
峯
が
ぐ
る
り

と
取
り
巻
い
て
い
る
が
、
東
南
と
西
南
に
少
し
ば
か
り
隙
間
が
あ
る
。

真
南
を
見
る
と
、
旧
の
南
台
が
下
の
方
に
見
え
、
遠
く
に
目
を
や
る
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と
孟
県
の
山
々
が
屏
風
の
よ
う
に
並
ん
で
お
り
、
東
側
に
あ
る
龍
泉

あ
た
り
の
山
々
と
接
し
て
い
る
。

　

五
台
山
の
南
台
か
ら
北
の
眺
望
と
、
真
南
の
眺
め
を
述
べ
て
い
る
。
遠

景
を
、
見
え
る
が
ま
ま
過
不
足
な
く
描
き
、
余
計
な
装
飾
な
ど
は
し
て
い

な
い
。

②
近
景

「
浙
游
日
記
」
十
月
四
日
条

沿
小
澗
而
上
。
石
皆
峽
蹲
壑
透
、
清
流
漱
之
、
淙
淙
有
聲
。
澗
兩
旁
石
片

踊
出
田
畦
中
、
側
者
成
塍
、
突
者
成
臺
。

　
　

 　

小
さ
な
渓
流
に
沿
っ
て
登
る
。
そ
の
石
は
峡
谷
に
蹲
っ
た
り
、
崖

か
ら
飛
び
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
そ
こ
に
清
流
が
注
ぎ
、
せ
せ

ら
ぎ
の
音
を
立
て
て
い
る
。
渓
流
の
両
岸
に
踊
り
出
で
て
い
る
石
片

は
ま
る
で
田
畑
の
畦
の
よ
う
で
、
斜
め
に
立
っ
て
い
る
も
の
は
畦
の

よ
う
で
、
突
起
し
て
い
る
も
の
は
平
ら
な
台
の
よ
う
で
あ
る
。

屏
之
南
即
明
洞
也
。
如
軒
斯
啓
、
其
外
五
柱
穿
列
、
正
如
四
明
之
分
窗
。

中
有
一
柱
。
上
不
至
簷
、
簷
下
亦
垂
一
石
、
下
不
至
柱
、
上
下
相
對
、
所

不
接
者
不
盈
咫
。

　
　

 　

そ
の
屏
風
の
よ
う
な
巌
の
南
が
明
洞
で
あ
る
。
楼
閣
の
軒
が
そ
こ

で
開
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
外
に
は
五
本
の
脊
柱
が
突
き
立
っ
て

い
る
。ま
さ
に
四
明
山
の「
分
窗
」の
よ
う
で
あ
る
。そ
の
中
の
一
本
は
、

上
に
伸
び
て
い
る
が
軒
の
庇
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
庇
か
ら
も
石
が

垂
れ
て
い
る
が
下
の
柱
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
上
下
に
あ
い
対
し

て
い
て
、
そ
の
隙
間
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
し
か
な
い
。

南
者
爲
水
洞
。
一
轉
即
仙
田
成
畦
、
塍
界
層
層
。
水
滿
其
中
、
不
流
不
涸
。

人
從
塍
上
曲
折
而
入
。

　
　

 　

南
は
水
を
湛
え
た
洞
が
あ
る
。
水
は
ひ
と
め
ぐ
り
す
る
と
、
す
ぐ

に
仙
人
の
水
田
を
な
し
、
畦
が
何
層
に
も
整
っ
て
い
る
。
水
が
水
田

に
満
ち
満
ち
て
お
り
、
外
に
漏
れ
出
る
こ
と
も
な
く
、
か
つ
干
上
が

る
こ
と
も
な
い
。
人
は
畦
を
踏
ん
で
曲
が
り
な
が
ら
洞
に
入
る
。

　

こ
こ
で
言
う
「
水
田
」
は
、
水
を
張
っ
た
実
際
の
稲
田
で
は
な
く
、
い

わ
ゆ
る
リ
ム
ス
ト
ー
ン
プ
ー
ル
で
あ
り
、
日
本
の
秋
芳
洞
の
百
枚
皿
の
よ

う
な
、
カ
ル
ス
ト
地
形
に
お
け
る
二
次
生
成
物
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

以
上
の
文
は
、
浙
江
省
の
洞
山
を
探
索
し
た
時
の
記
事
で
あ
る
。
渓
流

沿
い
の
光
景
や
洞
穴
に
あ
る
鍾
乳
石
や
石
筍
、
ま
た
リ
ム
ス
ト
ー
ン
プ
ー

ル
な
ど
が
写
実
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
美
辞
麗
句
や
先
人
の
詩
文
か

ら
の
引
用
も
無
く
、
自
然
を
鑑
賞
し
て
自
ら
の
人
生
を
顧
み
た
り
、
故
郷

の
人
を
思
い
出
し
た
り
も
し
て
い
な
い
。
た
だ
た
だ
写
実
的
な
記
述
に
終

始
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
の
美
し
さ
や
神
秘

さ
を
、
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
記
述
が
「
遊
記
」
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。



― 10 ―

三　

「
遊
記
」
の
評
価

　

次
に
清
人
の
徐
霞
客
、
「
游
記
」
の
評
価
を
見
て
み
る
。

①
潘
耒
（
一
六
四
六
～
一
七
〇
八
）
の
「
徐
霞
客
遊
記
序
」

　

「
遊
記
」
の
記
述
の
仕
方
に
つ
い
て
、
清
人
の
潘
耒
は
高
く
評
価
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

先
審
視
山
脈
如
何
去
來
、
水
脈
如
何
分
合
、
既
得
大
勢
、
然
後
一
丘
一
壑
、

支
搜
節
討
。

登
不
必
有
徑
、
荒
榛
密
箐
、
無
不
穿
也
。
涉
不
必
有
津
、
衝
湍
惡
瀧
、
無

不
絶
也
。
峯
極
危
者
、
必
躍
而
踞
其
巓
、
洞
極
邃
者
、
必
猿
掛
蛇
行
、
窮

其
旁
出
之
竇
。

　
　

 　

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
し
た
り
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
る
の
に
、
生
い
茂
っ
た
藪
や
密
生
す
る
竹
林
で

あ
っ
て
も
、
必
ず
押
し
破
っ
て
登
っ
た
。
渡
し
場
の
な
い
川
を
渡
る

の
に
、
大
波
の
急
流
や
凶
暴
な
早
瀬
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
渡
り
通
し

た
。
危
険
な
峯
で
も
、
お
ど
り
あ
が
っ
て
で
も
そ
の
頂
に
至
っ
た
。

奥
深
さ
を
窮
め
る
洞
穴
で
も
、
猿
の
よ
う
に
ぶ
ら
さ
が
っ
た
り
、
蛇

の
よ
う
に
身
を
く
ね
ら
せ
て
匍
匐
前
進
し
な
が
ら
、
脇
か
ら
出
る
穴

ま
で
窮
め
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

　

徐
霞
客
が
、
山
脈
水
脈
と
い
う
大
地
の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
り
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
へ
で
も
、
危
険
を
顧
み
ず

実
地
に
赴
き
、
観
察
と
描
写
を
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
。

記
文
排
日
編
次
、
直
敘
情
景
、
未
嘗
刻
畫
爲
文
、
而
天
趣
旁
流
、
自
然
奇

警
。
山
川
條
理
、
臚
列
目
前
。
土
俗
人
情
、
關
梁
阨
塞
、
時
時
著
見
。

　
　

 　

遊
記
の
文
章
は
、
日
を
追
っ
て
順
序
立
て
て
並
べ
ら
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
を
加
え
ら

れ
る
こ
と
は
全
く
無
い
。
そ
れ
で
い
て
天
然
の
韻
趣
が
あ
っ
て
、
流

れ
る
よ
う
に
流
暢
で
、
自
然
で
優
れ
て
い
る
。
山
川
の
筋
道
が
、
目

の
前
に
連
ね
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
々
の
心
情
、
関
門
と
橋
梁
や
険
し
い
場
所
に
設
け

ら
れ
た
と
り
で
な
ど
、
い
つ
も
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
よ
う
で
あ

る
。

　

「
游
記
」
の
文
章
は
文
学
的
な
彫
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
し
て
高
く
評
価

し
て
い
る
。

②
李
慈
銘
（
一
八
三
〇
～
一
八
九
四
）
の
「
越
縵
堂
読
書
記
」

　

一
方
、
同
じ
清
人
の
李
慈
銘
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
徐
霞
客
の
旅
遊
、

及
び
「
遊
記
」
の
文
章
を
全
く
評
価
し
て
い
な
い
。

然
山
水
之
文
、
必
資
雕
刻
。
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登
臨
之
興
、
所
貴
適
情
。

霞
客
梯
険
縹
虚
、
身
試
不
測
、
徒
標
詭
異
之
目
、
非
寄
賞
会
之
深
。

古
人
癖
嗜
烟
霞
、
當
不
如
是
。

而
又
筆
舌
冗
漫
、
叙
次
疏
拙
、
致
令
異
境
失
奇
、
麗
区
掩
彩
、

記
路
程
無
從
知
径
、
討
名
勝
者
爲
之
不
怡
。

且
其
注
意
頗
在
脈
絡
向
背
、
同
于
青
烏
之
術
、
尤
爲
無
謂
。

　
　

 　

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
あ
る
。

　
　

 　

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
に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
風
水

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

　

李
慈
銘
は
、
こ
の
よ
う
に
否
定
的
評
価
を
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
潘
耒
の
評
価
と
李
慈
銘
の
そ
れ
と
を
比
べ
る
と
、
実
は
両
者

に
は
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
「
遊
記
」
は
、
文
章
に
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
る
の
が
特
徴
で
あ
る
と

す
る
。
潘
耒
は
そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
と
言
い
、
李
慈
銘
は
そ
れ
が
欠
点
だ

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ス
評
価
と
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
い
う
ベ

ク
ト
ル
は
逆
向
き
だ
が
、
「
遊
記
」
の
特
色
を
捉
え
る
と
い
う
点
に
お
い

て
は
、
両
者
は
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
評
価
は
逆
だ
が
、
「
遊
記
」
の
特
色
と
し
て
両
者
が
同
じ
く
着

目
し
て
い
る
こ
と
に
、
徐
霞
客
の
興
味
関
心
が
山
脈
と
水
脈
に
あ
っ
た
と

す
る
こ
と
が
あ
る
（
二
重
傍
線
部
）
。

　

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

る
の
か
、
水
脈
が
ど
の
よ
う
に
分
岐
し
た
り
合
流
し
た
り
し
て
い
る
か
を

観
測
す
る
。
そ
う
し
て
地
勢
の
あ
ら
ま
し
を
把
握
し
た
」
と
す
る
。
一
方
、

李
慈
銘
は
「
加
え
て
彼
の
興
味
は
山
脈
と
水
脈
の
方
向
に
あ
っ
て
、
こ
れ

は
風
水
の
術
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
は
最
も
意
味
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。
」
と
し
て
い
る
。
潘
耒
は
山
脈
と
水
脈
の
探
索
が
地
域
の
全
体
像
を

つ
か
も
う
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
し
て
プ
ラ
ス
評
価
を
し
て
い
る
が
、
李

慈
銘
は
風
水
の
術
に
通
じ
て
い
る
と
し
て
極
め
て
否
定
的
に
評
価
を
し
て

い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
徐
霞
客
は
「
地
」
の
「
脈
」
に
つ
い

て
の
「
説
」
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。

　

徐
霞
客
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
慈
銘
が
い
う
が
ご
と
く
山
脈
水
脈
の
探
究

と
い
う
も
の
は
風
水
の
術
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
徐
霞
客
を
自
然
科
学

の
一
つ
で
あ
る
地
理
学
の
先
駆
者
と
位
置
づ
け
、
顕
彰
し
、
崇
拝
す
る
現

在
の
中
国
に
お
い
て
は
、
彼
が
占
術
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
と
す
る
視
点
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は
到
底
受
け
入
れ
難
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
と
さ
ら
に
目
を
つ

ぶ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
徐
霞
客
が
山
脈
と
水
脈
と
い

う
動
的
な
地
脈
の
説
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ
で
次
に

徐
霞
客
と
「
風
水
説
」
、
中
で
も
「
龍
脈
説
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
概

観
を
し
て
い
く
。

四　

徐
霞
客
と
龍
脈
説

　

「
風
水
説
」
と
い
う
の
は
、
土
地
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
吉
凶
を
占
う

占
術
の
こ
と
で
あ
り
中
身
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
「
地
気
の
流
れ
」
、

地
脈
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
、
日
本
の
風
水
説
が
、
そ
の
場
所
、
極
点
、
局
面
に

お
け
る
吉
凶
を
見
て
い
く
の
に
対
し
て
、
中
国
の
風
水
説
に
は
各
地
点
を

結
び
、
中
国
全
体
を
統
括
的
に
捉
え
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
風
水
説
が
あ

る
。
そ
れ
が
龍
脈
説
で
あ
る
。

①
徐
善
継
兄
弟
の
「
地
理
人
子
須
知
」
（
一
五
六
六
年
刊
行
）

　

龍
脈
説
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
て
い
る
風
水
書
に
、
明
の
嘉
靖
年
間

刊
行
の
「
地
理
人
子
須
知
」
が
あ
る
。
徐
霞
客
も
目
を
通
し
た
こ
と
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
龍
脈
説
の
概
観

を
す
る
。

「
性
理
大
全
」
臨
川
呉
氏
曰
、
「
天
下
之
山
脈
起
於
昆
崙
。
」
…
…

今
以
輿
圖
考
之
、
天
下
之
水
皆
原
於
西
北
。
是
可
見
山
起
於
西
北
矣
。

　
　

 　

「
性
理
大
全
」
に
お
い
て
臨
川
の
呉
氏
が
言
う
「
天
下
の
山
脈
は

崑
崙
山
よ
り
起
こ
っ
て
い
る
」
と
。
…
…

　
　

 　

今
地
図
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
天
下
の
川
は
み
な
西
北
を
源
と

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
山
脈
も
西
北
よ
り
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

今
中
國
在
昆
崙
東
南
、
而
天
下
之
山
祖
於
昆
崙
。
惟
派
三
幹
以
入
中
國
。

　
　

 　

中
国
は
崑
崙
山
の
東
南
に
位
置
す
る
。
そ
し
て
天
下
の
山
は
崑
崙

山
を
祖
と
し
、
三
つ
の
幹
の
龍
と
し
て
分
か
れ
て
中
国
に
入
っ
て
い

る
。

朱
子
曰
、
天
下
有
三
處
大
水
、
曰
黃
河
、
曰
長
江
、
曰
鴨
緑
江
。

今
以
輿
圖
考
之
、
長
江
與
南
海
夾
南
條
、
盡
於
東
南
海
。
黃
河
與
長
江
夾

中
條
、
盡
於
東
海
。
黃
河
與
鴨
緑
江
夾
北
條
、
盡
於
遼
海
。

　
　

 　

朱
子
は
言
う
「
天
下
に
三
大
水
が
あ
る
。
黄
河
、
長
江
、
鴨
緑
江

で
あ
る
」
と
。

　
　

 　

地
図
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
る
と
、
長
江
は
南
海
と
と
も
に
、
南

幹
龍
を
は
さ
ん
で
東
南
海
で
尽
き
て
い
る
。
黄
河
は
長
江
と
と
も
に
、

中
幹
龍
を
は
さ
ん
で
東
海
で
尽
き
て
い
る
。
黄
河
は
鴨
緑
江
と
と
も

に
北
幹
龍
を
は
さ
ん
で
遼
海
で
尽
き
て
い
る
。

大
河
以
南
諸
山
、
則
關
中
之
山
、
皆
自
蜀
漢
而
來
。

一
支
至
長
安
而
盡
。

關
中
一
支
生
下
函
谷
。
以
至
嵩
少
、
東
盡
泰
山
。

一
支
自
嶓
冡
漢
水
之
北
生
下
、
盡
揚
州
。

　
　

 　

大
河
以
南
の
諸
山
は
、
つ
ま
り
關
中
の
山
で
あ
り
、
皆
蜀
漢
か
ら

来
て
い
る
。
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【
図
１
】

【
図
２
】
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一
つ
の
支
脈
は
長
安
に
至
っ
て
尽
き
る
。

　
　
　

關
中
に
お
い
て
一
つ
の
支
脈
が
生
ま
れ
函
谷
関
に
下
り
、
嵩
山
の

少
室
山
に
至
り
、
東
に
な
が
れ
て
泰
山
で
尽
き
る
。

　
　

一
つ
の
支
脈
は
、
嶓
冡
の
漢
水
の
北
で
生
ま
れ
て
下
り
、
揚
州
で

尽
き
る
。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
簡
略
化
し
て
言
え
ば
、
中
国
西
北
部

の
星
宿
海
や
崑
崙
山
あ
た
り
を
源
と
し
て
黄
河
と
長
江
と
い
う
二
大
河
川

が
あ
り
、
中
国
全
土
を
西
か
ら
東
へ
流
れ
て
い
る
と
す
る
【
図
１
】
。
そ

し
て
、
さ
ら
に
こ
の
大
河
川
が
枝
分
か
れ
し
た
り
、
他
の
河
川
と
合
流
し

た
り
し
な
が
ら
、
水
脈
が
中
国
全
土
を
網
の
目
の
よ
う
に
覆
っ
て
流
れ
て

い
る
と
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
現
代
の
水
系
の
感
覚
と
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
風
水
説
で

は
、
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り
星
宿
海
や
崑
崙
山
あ
た
り
を
源
と
し
て
、
北
・

中
・
南
の
幹
龍
（
幹
の
龍
脈
）
と
い
う
「
地
気
の
流
れ
る
」
龍
脈
が
西
か

ら
東
へ
と
流
れ
て
い
る
と
考
え
る
【
図
２
】
。
そ
し
て
水
脈
と
同
じ
よ
う

に
地
脈
も
枝
分
か
れ
を
し
た
り
、
他
の
地
脈
と
合
流
し
た
り
し
な
が
ら
、

地
脈
が
中
国
全
土
を
網
の
目
の
よ
う
に
覆
っ
て
流
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ

れ
が
風
水
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
国
全
土
を
俯
瞰
的
に
捉
え
、
そ
こ
を

流
動
的
な
「
地
気
」
が
絶
え
る
事
な
く
流
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
ス
ケ
ー

ル
の
大
き
な
動
的
な
風
水
説
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
大
地
を
く
ま
な
く

流
れ
る
地
脈
は
、
人
間
の
身
体
、
人
体
に
お
け
る
「
経
絡
」
と
シ
ン
ク
ロ

し
て
い
る
。
人
体
を
流
れ
る
「
経
絡
」
が
、
気
が
流
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
が
生
き
て
い
る
よ
う
に
大
地
も
生
き
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
の
で
あ

る
。

　

な
お
、
朝
鮮
で
も
風
水
説
は
有
力
で
あ
る
が
朝
鮮
に
も
こ
の
龍
脈
が
流

れ
込
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。
【
図
３
】
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
山
脈

を
辿
っ
た
も
の
だ
が
、
【
図
２
】
に
見
え
る
、
中
朝
境
に
至
っ
て
い
る
中

国
北
幹
の
大
龍
脈
が
、
白
頭
山
か
ら
朝
鮮
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
陸
続
き
の
朝
鮮
半
島
は
中
国

の
龍
脈
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
な
お
、
日

本
は
海
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
中
国
か
ら
の
龍
脈
は
、
直
接
は
来
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

【
図
３
】
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②
徐
霞
客
の
「
溯
江
紀
源
」

　

こ
の
風
水
説
に
お
け
る
龍
脈
説
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
、
徐
霞
客
は
「
溯

江
紀
源
」
と
い
う
文
章
に
書
い
て
い
る
。

江
河
爲
南
北
二
經
流
、
以
其
特
達
於
海
也
。
…
…
按
其
發
源
、
河
自
崑
崙

之
北
、
江
亦
自
崑
崙
之
南
。

　
　

 　

長
江
と
黄
河
は
中
国
の
南
北
に
あ
る
二
大
主
幹
河
川
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
二
つ
の
大
河
だ
け
が
大
海
に
直
接
注
ぐ
存
在
だ
か
ら
で

あ
る
。
…
…
両
大
河
の
源
を
考
え
て
み
る
と
、
黄
河
は
崑
崙
の
北
か

ら
発
し
、
長
江
も
ま
た
崑
崙
の
南
か
ら
発
し
て
い
る
。

　

長
江
と
黄
河
と
は
、
ど
ち
ら
も
崑
崙
山
あ
た
り
を
水
源
と
し
、
東
に
流

れ
て
海
に
注
い
で
い
る
と
い
う
。

今
詳
三
龍
大
勢
。
北
龍
夾
河
之
北
、
南
龍
抱
江
之
南
、
而
中
龍
中
界
之
、

特
短
。

　
　

 　

い
ま
こ
こ
で
、
三
大
龍
脈
の
大
勢
を
詳
し
く
述
べ
よ
う
。
北
の
龍

脈
は
黄
河
の
北
側
で
中
国
全
体
を
支
え
、
南
の
龍
脈
は
長
江
の
南
側

に
あ
っ
て
中
国
全
体
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
中
の
龍
脈
は
南

北
二
大
龍
脈
の
中
間
に
あ
っ
て
、
最
も
短
い
。

　

さ
ら
に
北
・
中
・
南
の
三
大
龍
脈
が
あ
り
、
北
と
中
が
黄
河
を
挟
み
、

中
と
南
が
長
江
を
挟
ん
で
、
大
河
と
同
様
に
西
か
ら
東
へ
流
れ
て
い
る
。

惟
南
龍
磅
礴
半
宇
內
、
而
其
脈
亦
發
於
崑
崙
、
與
金
沙
江
相
持
南
下
。

　
　

 　

そ
の
中
で
南
の
龍
脈
だ
け
が
、
気
勢
が
盛
大
で
伸
展
し
、
中
国
全

体
の
半
ば
ま
で
達
し
て
い
る
。
そ
し
て
南
の
龍
脈
も
ま
た
（
長
江
と

同
様
）
崑
崙
山
か
ら
発
し
て
お
り
、
金
沙
江
と
並
行
し
て
南
下
し
て

い
る
。

　

長
江
と
並
行
す
る
南
龍
は
、
長
江
同
様
崑
崙
山
を
源
と
す
る
。
そ
し
て

こ
こ
に
は
、
南
龍
の
記
述
し
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
三
大
龍
脈
の
全
て
が

崑
崙
山
を
源
と
す
る
と
考
え
て
い
た
と
し
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

南
龍
自
五
嶺
東
趨
閩
之
漁
梁
、
南
散
爲
閩
省
之
鼓
山
、
東
分
爲
浙
之
台
・
宕
、

正
脈
北
轉
爲
小
筸
嶺
、
度
草
坪
驛
、
峙
爲
浙
・
嶺
・
黃
山
、
而
東
抵
叢
山

關
。
餘
脈
東
趨
余
邑
。

　
　

 　

南
の
龍
脈
は
五
嶺
か
ら
東
へ
福
建
の
漁
梁
山
に
走
り
、
そ
こ
か
ら

南
に
分
散
し
て
福
建
市
付
近
の
鼓
山
へ
至
る
。
東
へ
分
出
し
た
脈
は

天
台
山
・
雁
蕩
山
と
な
る
。
主
脈
は
北
に
転
じ
て
、
小
筸
嶺
と
な
り
、

（
西
北
に
）
伸
び
て
草
坪
駅
を
通
過
し
、
聳
え
立
っ
て
は
、
浙
嶺
・

黄
山
と
な
り
、
さ
ら
に
東
に
進
ん
で
叢
山
関
に
至
る
。
支
脈
は
東
に

進
ん
で
、
私
の
故
郷
で
あ
る
江
陰
に
走
る
。

　

上
記
も
南
龍
の
幹
脈
と
主
な
支
脈
の
記
述
で
あ
る
が
、
北
龍
と
中
龍
も

同
様
に
支
脈
が
分
か
れ
て
い
て
、
中
国
全
土
に
地
脈
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
た
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
徐
霞
客
は
自
著
に
お
い
て
龍
脈
説
を
か
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
「
遊
記
」
に
お
い
て
も
龍
脈
に
関
わ
る
記
述
が
散
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見
す
る
。

③
「
遊
記
」
の
龍
脈
説

○
「
江
右
遊
日
記
」
十
月
十
七
日
条

　

「
溯
江
紀
源
」
に
「
南
龍
が
草
坪
駅
を
通
過
す
る
」
と
い
う
記
載
が
あ
っ

た
。
そ
の
草
坪
駅
あ
た
り
を
、
徐
霞
客
が
実
際
に
通
っ
た
と
き
の
「
遊
記
」

の
記
述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

白
石
鋪
。
仍
轉
西
行
、
又
七
里
、
草
萍
公
館
。
昔
有
驛
、
今
已
革
矣
。
又

西
三
里
、
即
南
龍
北
度
之
脊
也
。
其
脈
南
自
江
山
縣
二
十
七
都
之
小
筸
嶺
、

西
轉
江
西
永
豐
東
界
、
迤
邐
至
此
。

　
　

 　

白
石
舗
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
転
じ
て
西
へ
行
く
こ
と
七
里
で
草
萍

公
館
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ま
た
西
へ
三
里
で
、
南
龍
が
北
に
進
む
背

で
あ
る
。
そ
の
脈
は
、
南
の
江
山
県
の
二
十
六
都
の
小
筸
嶺
か
ら
来

て
い
て
、
西
に
転
じ
て
江
西
省
の
永
豊
県
の
東
の
境
域
を
通
り
、
う

ね
う
ね
と
ま
が
り
な
が
ら
こ
の
地
へ
至
っ
て
い
る
。

　

「
溯
江
紀
源
」
で
描
か
れ
た
「
地
気
」
が
流
れ
る
マ
ク
ロ
な
地
脈
が
、

草
坪
あ
た
り
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
か
を

「
遊
記
」
に
お
い
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
龍
脈
、
地
脈
の
記
述
は
「
遊
記
」
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。

○
「
浙
遊
日
記
」
十
月
十
条

　

浙
江
金
華
山
の
地
脈
。

蓋
北
山
自
玉
壺
西
來
、
中
支
至
此
而
盡
。
後
復
生
一
支
、
西
走
蘭
溪
。
後

支
之
層
分
而
南
者
、
一
環
而
爲
龍
洞
塢
、
再
環
而
爲
講
堂
塢
、
三
環
而
爲

玲
瓏
巖
塢
。
而
金
華
之
界
、
於
是
乎
盡
。
玲
瓏
巖
之
西
、
又
環
而
爲
鈕
坑
、

則
蘭
溪
之
東
界
矣
。
再
環
而
爲
白
坑
、
三
環
而
爲
水
源
洞
。
而
崇
崖
巨
壑
、

亦
於
是
乎
盡
。

　
　

 　

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
。

○
「
楚
遊
日
記
」
四
月
三
日
条

　

湖
南
省
江
山
の
地
脈
。

又
南
四
里
爲
江
山
嶺
、
則
南
大
龍
之
脊
、
而
水
分
楚
・
粤
矣
。

　
　

 　

ま
た
南
へ
四
里
で
江
山
嶺
で
あ
る
。
こ
こ
は
南
大
龍
の
背
で
、
湖

南
省
と
広
西
壮
族
自
治
区
と
の
分
水
嶺
で
あ
る
。

　

「
溯
江
紀
源
」
で
は
、
マ
ク
ロ
な
地
脈
を
描
き
出
し
て
、
中
国
全
土
を

覆
う
龍
脈
を
俯
瞰
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
遊
記
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
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域
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
な
地
脈
を
た
ど
り
、
確
認
し
て
、
大
小
の
龍
脈
の
現

場
を
観
察
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
徐
霞
客
が
龍
脈
説
と

い
う
、
風
水
説
に
通
じ
る
考
え
方
を
確
か
に
い
だ
い
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

徐
霞
客
を
科
学
的
先
駆
者
と
し
て
祭
り
上
げ
、
彼
が
風
水
説
と
い
う
占

術
と
も
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
避
け
て
い
る
よ

う
で
は
、
徐
霞
客
と
そ
の
遊
記
の
研
究
は
進
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、

イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ウ
ォ
ー
ド
（
３
）

な
ど
は
、
風
水
説
を
取
り
込

ん
だ
上
で
、
遊
記
の
研
究
を
行
っ
て
お
り
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

　

薄
井
自
身
は
、
風
水
説
の
検
討
は
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
。
「
徐
霞
客

遊
記
」
に
お
け
る
風
水
説
は
、
薄
井
の
今
後
取
り
組
む
べ
き
大
き
な
課
題

だ
と
言
え
る
。

注（
１
） 

研
究
者
で
は
な
い
が
、
作
家
の
武
田
泰
淳
に
「
霞
客
」
と
い
う
未

発
表
の
短
編
小
説
が
あ
る
。
武
田
は
、
１
９
３
９
年
に
除
隊
し
て

か
ら
１
９
４
０
年
に
か
け
て
３
編
の
短
編
小
説
を
書
い
て
お
り
、

そ
の
こ
ろ
の
作
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
雑
誌
「
海
」

１
９
７
９
．
７
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
２
） 

エ
リ
ッ
ク
・
ジ
ッ
リ
『
洞
窟
探
検
入
門
』
（
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
、
白
水

社
、
２
０
０
３
年
。
元
刊
１
９
９
８
年
）
で
は
「
表
１　

洞
窟
探

検
の
歴
史
」
に
お
い
て
、「
洞
窟
学
の
は
し
り
」
と
し
て
「
１
６
４
２

年　

中
国
明
代
の
地
理
学
者
徐
霞
客
が
中
国
の
２
５
０
の
洞
窟
を

記
述
」
と
し
て
お
り
、
洞
穴
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、
徐
霞
客
遊

記
が
世
界
的
に
も
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
３
） W

ard
,Ju

lian

．X
u
 X

iak
u

（15
8
7
-
1
6
4
1

）T
h
e
 A

rt o
f T

rav
e
l 

W
ritin

g

．C
u
rzo

n
 P

ress,2
0
0
1
.
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表１．徐霞客年譜

西暦 年齢 回数 訪問先 遊記
1586 1 生
1587 2
1588 3
1589 4
1590 5
1591 6
1592 7
1593 8
1594 9
1595 10
1596 11
1597 12
1598 13
1599 14
1600 15
1601 16
1602 17
1603 18
1604 19 父没
1605 20
1606 21
1607 22 1 太湖
1608 23
1609 24 2 斉魯、北京
1610 25
1611 26
1612 27
1613 28 3 落伽山、天台山雁蕩山 遊天台山日記、遊雁蕩山日記
1614 29 4 南京
1615 30
1616 31 5 白岳黄山武夷山 遊白岳山日記、遊黄山日記、遊武夷山日記
1617 32

1618 33 6
宜興善巻張公二洞
廬山白岳山黄山 遊廬山日記、遊黄山日記後

1619 34
1620 35 7 仙遊九鯉湖 遊九鯉湖日記
1621 36
1622 37
1623 38 8 嵩山華山太和山 遊嵩山日記、遊太華山日記、遊太和山日記

1624 39
9

10
母とともに、江蘇
華山：途中で引き返す

母80歳
祝賀行事

1625 40 母没
1626 41
1627 42
1628 43 11 閩（福建）、羅浮山 閩遊日記前
1629 44 12 北京盤山
1630 45 13 閩（福建） 閩遊日記後
1631 46
1632 47 14 天台山雁蕩山 遊天台山日記後、遊雁蕩山日記後

1633 48
15
16

五台山恒山
閩(福建）

遊五台山日記、遊恒山日記

1634 49
1635 50
1636 51 浙江江西 浙遊日記、江右遊日記
1637 52 江西湖広広西 江右遊日記、楚遊日記、粤西遊日記
1638 53 広西貴州雲南 粤西遊日記、黔遊日記、滇遊日記
1639 54 雲南 滇遊日記
1640 55 雲南 滇遊日記
1641 56 没
1642
1643
1644 明朝滅亡

17

【表１】徐霞客年譜
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西西暦暦 徐徐霞霞客客                                            中中国国情情

勢勢 
西西暦暦 日日本本徐徐霞霞客客とと情情勢勢                          欧欧米米徐徐霞霞

客客 
西西暦暦 

 
11664400 
 
11664411 
 
 
11664433 
 
11664444 
 
11666622 
 
11668833 
 
11770055 
 
11777766 
 
11778822 
 
11880088 
 
11884400 
 
 
 
 
 
 
 
 
11887700 
 
11888811 
 
11889944 
 
11992244 
 
11992266 
 
11992288 
 
 
 
 
11994411 
 
11994488 
 
 
 
 
 
 
11998800 
 
 
11998855 
 
11998877 
 
11998888 
 
11999911 
 
 
11999977 
 
 
22000022 
 
22000044 
 
 
 
 
 
 
 

  【【明明崇崇禎禎】】 
1133  徐徐霞霞客客、、江江陰陰にに帰帰郷郷。。 
  「「〔〔崇崇禎禎〕〕江江陰陰県県志志」」（（「「溯溯江江紀紀源源」」収収録録））。。 
1144  徐徐霞霞客客、、没没。。陳陳函函輝輝「「霞霞客客先先生生墓墓志志銘銘」」。。 
？？  銭銭謙謙益益「「徐徐霞霞客客伝伝」」。。 
 
1166                              後後金金、、世世宗宗（（順順治治帝帝））即即位位。。 
【【清清順順治治】】 
２２                                      李李自自成成北北京京占占領領。。明明、、滅滅亡亡。。 
【【康康熙熙】】 
元元                                                          明明のの王王統統断断絶絶。。 
 
2222                            台台湾湾降降伏伏。。清清、、中中国国完完全全統統一一。。 
 
4444頃頃  潘潘耒耒「「徐徐霞霞客客遊遊記記序序」」。。 
【【乾乾隆隆】】 
4411  「「遊遊記記」」初初のの刊刊本本（（乾乾隆隆本本））。。 
 
4477  「「四四庫庫全全書書」」完完成成（（「「遊遊記記」」収収録録））。。 
【【嘉嘉慶慶】】 
1133  「「遊遊記記」」重重刊刊（（葉葉廷廷甲甲本本））。。 
【【道道光光】】 
2200                                    アアヘヘンン戦戦争争（（～～4422））。。 
 
 
 
 
 
 
 
【【同同治治】】 
９９  「「越越縵縵堂堂読読書書記記」」記記載載。。 
【【光光緒緒】】 
７７  「「遊遊記記」」重重刊刊（（痩痩影影山山房房本本））。。 
 
2200                                      日日清清戦戦争争（（～～9955））。。 
【【中中華華民民国国】】 
1133  「「遊遊記記大大観観」」。。群群衆衆図図書書公公司司「「遊遊記記」」（（沈沈松松泉泉本本））。。 
 
1155  梁梁啓啓超超「「中中国国近近三三百百年年学学術術史史」」。。 
 
1177  点点校校本本（（丁丁文文江江本本））、、地地図図並並びびにに年年譜譜。。 
 
 
 
 
3300  浙浙江江大大学学史史地地系系にによよるる初初のの研研究究会会開開催催。。 
 
3377  「「地地理理学学家家徐徐霞霞客客」」（（11994411をを活活字字化化））。。 
【【中中華華人人民民共共和和国国】】 
 
 
 
 
 
上上海海新新整整理理本本。。 
 
 
朱朱恵恵栄栄校校注注本本。。 
 
唐唐錫錫仁仁楊楊文文衡衡「「徐徐霞霞客客及及其其遊遊記記研研究究」」。。 
 
呂呂錫錫生生「「徐徐霞霞客客家家伝伝」」。。 
 
「「徐徐霞霞客客旅旅行行路路線線考考察察図図」」。。 
 
 
朱朱恵恵栄栄全全訳訳本本。。 
雑雑誌誌「「徐徐霞霞客客研研究究」」創創刊刊。。 
 
黄黄珅珅新新訳訳本本。。 
 
呂呂錫錫生生「「徐徐霞霞客客研研究究古古今今集集成成」」。。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11664433 
 
11664444 
 
11666622 
 
11668833 
 
 
 
 
 
11778822 
 
 
 
11884400 
 
11884477 
 
11885533 
 
11885588 
 
11886688 
 
 
 
 
11889944 
 
 
 
11992266 
 
 
 
11993344 
 
11994400 
 
 
 
11995577 
 
11996600 
 
 
 
       
11998822 
 
 
 
 
 
11998899 
 
 
 
 
 
 
 
22000022 
 
 
22001111 
 
 
 
22002222 
 
 

【【江江戸戸】】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弘弘化化４４  「「霞霞客客遊遊記記」」舶舶載載記記録録。。 
 
嘉嘉永永６６  ペペリリーー来来航航。。 
 
安安政政５５  欧欧米米五五カカ国国とと修修好好通通商商条条約約締締結結。。 
【【明明治治】】 
元元  明明治治維維新新。。 
 
 
 
 
2277  日日清清戦戦争争（（～～9955））。。 
 
 
【【大大正正】】 
1155  遅遅塚塚麗麗水水「「新新入入蜀蜀記記」」でで言言及及。。 
 
 
【【昭昭和和】】 
９９    小小杉杉放放庵庵「「工工房房小小閑閑」」でで言言及及。。 
 
1155頃頃  武武田田泰泰淳淳「「霞霞客客」」。。 
 
 
 

ＪＪ・・ニニーーダダムム「「地地のの科科学学」」。。 
 

3355  三三木木克克巳巳抄抄訳訳本本。。 
 

LLii  CChhii（（李李祁祁）） 
““TThhee  ttrraavveell  ddiiaarriieess  ooff  HHssüü  HHssiiaa--kkʾoo”” 

 
5588  「「海海のの冒冒険険者者・・陸陸のの思思索索者者」」。。 
 
 
 
 

【【平平成成】】 
元元  河河治治利利治治「「明明末末文文人人交交友友考考」」。。 
 

JJaaccqquueess  DDaarrss（（譚譚霞霞客客）） 
““  RRaannddoonnnnééeess  aauuxx  ssiitteess  ssuubblliimmeess”” 

 
 

JJuulliiaann  WWaarrdd““  XXuu  XXiiaakkee  ((11558877--11664411)) 
::  tthhee  aarrtt  ooff  ttrraavveell  wwrriittiinngg”” 

1144  「「食食のの文文化化フフォォーーララムム――旅旅とと食食」」。。 
 

 
2233  薄薄井井俊俊二二 
「「徐徐霞霞客客遊遊記記訳訳注注稿稿――――名名山山遊遊記記篇篇（（一一))『『遊遊天天台台山山日日記記
』』」」 

 
【【令令和和】】 
44  薄薄井井俊俊二二 
「「梁梁啓啓超超がが見見いいだだししたた潘潘耒耒「「徐徐霞霞客客遊遊記記序序」」とと李李慈慈銘銘のの「「
越越縵縵堂堂読読書書記記」」ににつついいてて――清清人人のの徐徐霞霞客客評評（（一一））――」」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11995577 
 
 
 
11997744 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11999933 
 
 
 
22000011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【表２】徐霞客研究史
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