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１
、
地
理
的
方
面
。

　

玄
奘
の
皐
げ
た
土
埃
と
其
行
程
と
を
地
岡
に
標
示
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
Ｉ

す
る
熱
意
と
努
力
に
は
敬
意
を
表
す
る
０
　
本
書
に
於
い
て
、
践
祗
迦
を

　

Ｈ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｒ
ｋ
ｕ
m
と
し
、
‐
凌
山
を
Ｍ
ｕ
ｚ
ａ
ｒ
ｔ
　
Ｐ
.
と
し
て
考
謐
し
て
ゐ
る
。
の

は
ヽ
興
味
深
い
。
し
か
し
群
小
國
名
の
、
－
如
何
に
も
見
事
な
解
明
Ｕ
、
唐

音
と
現
代
晋
と
の
何
等
か
の
相
似
に
基
礎
を
置
く
も
の
の
如
き
も
、
吾
人

を
脆
得
す
る
に
足
る
稜
極
的
誼
嫌
の
見
ら
れ
な
い
の
は
、
最
も
量
憾
と
す

る
所
で
あ
る
。

２
、
数
量
的
方
面
。

　

著
者
は
印
慶
の
國
俗
喩
繕
那
は
小
程
三
十
唐
里
で
あ
る
と
し
、
従
っ
て

地
方
傅
来
の
論
繕
那
数
を
、
三
十
倍
し
た
も
の
を
玄
奘
は
記
し
て
ゐ
る
と

考
へ
る
。
此
の
事
に
し
て
か
ら
が
先
づ
問
題
Ｔ
あ
る
の
に
、
更
に
我
々
に

と
っ
て
、
納
得
し
が
た
い
こ
と
は
、
諭
繕
那
と
は
、
玄
奘
の
所
謂
「
白
古

聖
王
［
日
車
慧
で
あ
り
、
土
地
の
曹
慣
や
、
行
路
の
除
夷
に
採
り
、
一

’
定
し
た
長
さ
の
な
い
事
は
、
著
者
自
ら
云
ひ
な
が
ら
、
現
代
の
「
輦
密
な

る
亀
閻
ト
に
依
る
圖
上
の
距
離
を
引
合
に
ほ
し
て
一
論
繕
那
の
叫
数
を
計

算
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

‘

　

以
上
で
本
研
究
の
批
許
を
ほ
Ｉ

巻
へ
の
希
望
を
述
べ
て
、
結
論
に
代
へ
る
。
即
ち
、
本
文
の
校
正
を
巌
に

す
る
と
共
に
、
現
在
に
於
い
て
最
も
完
備
し
た
考
異
を
附
し
こ
者
者
が
好

む
所
に
従
っ
て
、
文
字
を
改
愛
す
る
事
は
自
由
な
’
る
も
、
其
の
橡
る
所
を

明
に
し
で
、
後
進
を
し
て
過
ら
し
■
Ｓ
ｉ
:
＊
い
様
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
七

－

　
　

ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ

　
　
　
　
　
　

ｊ

か
く
の
如
き
注
意
を
柳
ふ
と
せ
ん
か
、
大
正
蔽
紋
の
浩
滑
に
し
て
、
京
大

本
亦
ご
手
し
易
か
ら
や
、
加
ふ
る
に
液
國
池
布
本
の
殆
X
l
信
を
置
き
銀
く

し
て
、
わ
づ
か
に
四
部
叢
刊
本
、
國
學
基
本
叢
書
本
を
以
っ
て
、
不
便
を

’
・

　
　
　
　
　
　
　
　

ｘ
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　

し
の
ぐ
現
状
に
於
て
は
、
；
本
「
研
究
」
の
我
國
文
化
に
貢
献
す
る
所
以
亦

゛
明
か
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

余
は
此
の
方
瓦
の
古
地
理
に
闘
し
ｔ
ズ
プ
の
素
人
で
あ
り
、
又
生
来
数

　
　

理
に
開
し
て
も
樺
め
て
暗
い
。
加
へ
て
編
輯
子
は
時
日
を
奥
へ
る
に
Ｉ

　
　

週
間
を
以
つ
て
’
し
仁
。
著
者
が
最
も
意
を
そ
ｓ
い
だ
I
＊
Ｊ
思
は
れ
る
最
後

　
　

の
二
鮎
を
充
｀
分
に
精
査
し
て
蔵
べ
る
事
の
昨
末
な
い
の
社
極
め
て
残
念

で
あ
る
。

/S

〔
松
村
慈
孝
〕

　
　

北
京
西
郊
石
景
山
か
ら
漢
代
の
遺
物

曹
韻
以
来
北
京
西
郊
石
景
山
製
撤
所
構
内
の
工
事
場
で
、
絞
々

古
め
か
し
．
い
土
器
鮮
衰
釧
さ
れ
て
ゐ
汀
が
い
今
回
小
野
勝
年
氏
の

　

一

寅
地
調
査
を
得
て
前
哨
時
代
の
痘
晶
仁
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

～
出
土
品
は
大
部
分
瓦
製
の
明
器
で
、
壷
、
鼎
、
鉢
等
で
あ
る
’

が
、
そ
の
多
く
に
博
山
形
の
蓋
が
Ｊ
い
て
ゐ
る
こ
と
が
興
味
を
ひ
’

き
、
そ
ａ
他
五
誄
競
、
銅
製
の
化
粧
刷
子
の
柄
、
内
行
花
文
精
‐
白

鏡
の
破
片
な
ど
も
登
見
さ
れ
七
ゐ
て
、
そ
れ
n
に
S
^
は
前
漢
時
代
の
様

式
を
充
分
に
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
。

　

な
ほ
こ
の
他
同
工
事
場
附
近
の
黄
土
断
崖
か
ら
二
列
の
碑
壁
が

画
ら
は
れ
、
そ
こ
か
ら
Ｊ
莽
の
Ｉ
「
大
泉
じ
十
」
二
枚
が
登
見
さ
れ

て
ゐ
る
髭
よ
り
み
て
、
こ
れ
は
後
良
頃
の
墳
墓
の
羨
道
に
常
る
も

‘
の
と
解
さ
れ
、
を
し
そ
の
奥
忙
玄
室
で
も
歿
つ
て
を
れ
ば
更
に
興

味
深
い
も
の
と
今
後
の
調
査
が
期
待
Ｊ
れ
て
ゐ
乙
。

　

北
京
近
郊
に
於
て
こ
の
種
痘
蹟
の
い
ま
だ
學
術
的
調
査
を
へ
な

い
今
日
、
ｉ
ｆ
！
重
な
灸
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
三
月
十
主

政
付
「
東
亜
新
報
」
夕
刊
よ
り
）
。
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