
フ
-
フ
ン

ス
に
シ
け
る
歴
史
地
理
学
の
沿
革

菊

地

雅叶F

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
歴
叉
地
理
学
の
発
達
を
考
え
る
場
合
に
は
、
ま
ず
そ
れ
を
生
み
出
し
た
基
盤
と
し
て
の
近
代
フ
ラ
ン
ス
人
文
地
理

フランスにおける歴史地理学の沿革

学
の
特
質
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
地
理
学
会
の
刊
日
設
は
欧
州
で
最
も
早
く
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
に
さ
き
が
け
て
、
す
で
に
一
入
一
一
一
年
「
パ

ωon-b芯
円
山
刊
の
合
唱
右
政
万
円
片
岡
M
m
R
2
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
は
フ
ラ
ン
ス
も
大
革
命
・
ナ
ポ
レ
オ

リ
地
理
学
会
」

ン
の
出
現
に
よ
る
対
外
戦
争
の
直
後
の
た
め
、
未
だ
共
和
国
と
し
て
の
地
位
は
定
ら
ず
、
更
に
七
月
・
二
月
革
命
と
不
安
定
な
政
状
が
続

い
て
畿
多
の
問
題
が
山
積
し
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
。

一
八
七

O
年
以
降
、
第
三
共
和
国
と
し
て
の
基
礎
が
確
立
し
て
、
革
命
刊
以
来
百
年
を
経
過
し
て
か
ら
、
地
理
学
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
百
年
祭

に
賑
う
歴
史
学
会
と
歩
調
を
ム
ロ
は
せ
、
次
第
に
学
問
的
に
整
備
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
九
一
年
に
い
た
っ
て
庁
中
央
機
関
紙
で
あ
る
「
地

理
学
報
」
〉
口
口
問
]
。
。
刊
の

g∞
門
印
刷

)
E
m
(可

R
U
罰
」
山
吋
一
」
)
が
、
老
舗
で
あ
る
ア
ル
マ
ン
・
コ
ラ
ン
ピ

σ
E一
円
お
〉
吋
自
由
ロ
ハ
H
n
c
ロ
ロ
か
ら
刊

4.7 

行
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
肯
定
出
来
よ
う
。
更
に
一
八
九
八
年
に
ポ
ー
ル
・
ヴ
イ
ダ
ル
・
ド
・
ラ
・
ブ
ラ

1
シ
ュ
吋
。
己
〈
区
白
日

ふ
四
日
何
回
∞

-mHny巾

が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ

ω日
σ。
ロ
ロ
刊
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
式
的
に
は
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
地
理
学
の
確
立
が
な
さ



れ
る
に
至
っ
た
。
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フ
ラ
ン
ス
の
人
文
地
理
学
確
立
は
、
先
ず
ド
イ
ツ
の
地
理
学
体
系
に
対
す
る
批
判
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
指
導
的
立

場
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
文
地
理
学
に
あ
っ
て
、
リ
ッ
タ
ー
同
・
百
円
汁
日
の
学
説
を
正
し
く
受
け
継
ぐ
も
の
は
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
円
刻
印
門
N
己
で

一
義
的
に
自
然
環
境
に
よ
っ
て
、
決

あ
っ
た
こ
と
は
異
論
は
あ
る
ま
い
。
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
根
本
思
想
と
し
て
は
、
人
間
の
活
動
を
も
っ
て
、

定
さ
れ
る
と
考
え
る
地
理
的
唯
物
論
思
想
が
根
本
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
方
法
は
、
人
間
が
そ
の
上
に
居
住
す
る
土
地
に
よ
っ
て
、
運
命
的

に
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
地
表
上
に
お
け
る
人
間
の
分
布
と
発
展
の
法
則
を
幾
何
学
的
正
確
さ
を
も
っ
て
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
彼
に
あ
っ
て
は
、
人
間
と
国
家
と
は
全
く
地
理
的
条
件
に
依
存
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
人
間
の
意
思
と
創
意
に
は
何
等
の

信
頼
も
与
え
ら
れ
な
い
。

彼
の
い
う
所
に
よ
れ
ば
F

盲
目
的
な
力
を
も
っ
て
人
間
の
運
命
を
左
右
す
る
も
の
庁
は
他
な
ら
ぬ
土
地
そ
の
も
の
で
あ
り
、

「
人
間
は

運
命
が
彼
に
与
え
る
土
地
の
上
に
生
き
、
法
則
に
従
い
な
が
ら
、
そ
と
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

由
来
、
人
文
地
理
学
は
か
か
る
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
考
え
の
も
と
に
F

す
、
ぐ
れ
て
影
響
せ
し
め
ら
れ
、
形
成
せ
し
め
ら
れ
た
が
、

一
九
世
紀

末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
こ
の
よ
う
な

r
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
的
独
断
に
対
し
て
、
ま
た
単
な
る
因
果
関
係
に
対
し
て
種
々
の
抗
議

と
批
判
と
が
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

そ
れ
は
資
本
主
義
社
会
が
益
々
発
達
し
た
段
階
に
あ
っ
て
、
か
つ
て
素
朴
な
市
民
的
思
想
形
態
の
一
翼
を
に
な
っ
た
地
震
的
唯
物
思
想

が
当
面
し
た
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

さ
て
近
代
フ
ラ
ン
ス
人
文
地
理
学
の
祖
と
い
わ
れ
る
ヴ
イ
ダ
ル
・
ド
・
ラ
・
ブ
ラ

l
シ
ュ
は
、
最
初
歴
史
か
ら
出
発
し
た
が
、
彼
は
さ

さ
の
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
所
謂
決
定
論
の
批
判
者
と
芳
え
ら
れ
る
。



彼
か
ら
伝
え
ら
れ
た
貴
重
な
遺
産
は

付
人
類
と
自
然
と
の
問
の
諸
関
係
を
人
文
地
理
学
の
主
題
と
す
る
こ
と
、
同
生
物
地
理
学
的
方

法
に
立
脚
す
る
こ
と

国
歴
史
的
見
地
の
重
要
性
を
素
直
に
承
認
す
る
こ
と
の
三
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
グ
要
す
る

に
、
土
地
と
有
機
物
の
相
関
的
諸
現
象
の
因
果
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
芳
え
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
も
と
よ
り
か
か
る
諸

事
象
は
地
球
総
体
に
対
し
て
2

つ
な
が
り
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
的
統
一
に
よ
ら
な
け
れ
ば
説
明
し
が
た
い
自
然
的
諸
会
件
の
結
合

関
係
が
F

地
球
の
各
部
分
に
お
い
て
作
り
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
環
境
に
関
聯
し
て
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
環
境
に
つ
い
て
は
、
生

態
学
上
、
即
ち
、
唯
一
に
し
て
同
一
な
る
場
所
に
生
活
す
る
総
ゆ
る
有
機
体
の
相
互
関
係
、
彼
等
を
回
読
し
て
い
る
環
境
に
対
す
る
適
応

現
象
か
ら
み
て
、
そ
の
関
係
は
唯
に
植
物
の
み
な
ら
ず
、
動
物
人
聞
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

フランスにおける亙史地理学の冶草

彼
は
壬
一
口
っ
て
い
る
、

「
勿
論
、
動
物
は
移
動
す
る
力
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
人
間
は
知
能
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
周
囲
の
環

境
に
反
応
す
る
た
め
に
は
、
植
物
よ
り
も
F

一
層
よ
く
武
装
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
環
境

(
B
E
g
)
と
い
う
言
葉
の
意

味
す
石
一
切
、
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
緯
を
特
り
な
し
て
い
る
思
い
も
よ
ら
ぬ
糸
す
ぢ
の
悉
く
を
反
省
し
て
み
る
な
ら
ば
、

体

そ
れ
か
ら
免
れ
て
生
き
ら
れ
る
生
き
た
有
機
体
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
。

人
類
に
あ
っ
て
は
、
非
常
に
は
や
く
か
ら
世
界
各
地
に
普
及
し
て
い
た
と
い
う
既
成
の
事
実
か
ら
、
動
植
物
と
同
様
人
類
に
は
甚
だ
多

岐
に
亘
っ
て
、
か
か
る
環
境
に
適
応
現
象
が
現
わ
れ
て
い
た
生
存
の
原
始
的
形
態
は
、
そ
し
て
各
々
の
環
境
に
住
む
人
々
は
、
環
境
の
あ

る
一
定
の
条
件
の
中
に
据
え
ら
れ
た
人
々
が
行
動
さ
せ
ら
れ
た
場
合
降
、
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
必
然
的
な
関
連
を
有
し
た
わ

け
で
あ
る
。
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か
く
し
て
生
存
を
評
さ
れ
た
人
類
の
社
会
集
団
は
、
椅
物
や
動
物
の
社
会
集
団
と
同
じ
く
、
環
境
の
影
響
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
雑
多
な

要
素
を
も
っ
て
組
成
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
人
類
の
自
然
環
境
に
対
す
る
関
係
を
探
求
す
る
場
合
は
、
環
境
の
直
接
的
劾
果
以
外
に



多
く
の
要
因
を
齢
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
人
間
的
活
動
的
で
あ
る
全
ゆ
る
人
間
的
事
実
は
環
境
の
支
配
に
よ
っ
て
説
明
す
る

50 

こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
環
境
に
対
す
る
人
間
の
反
応
、
主
と
し
て
適
応
性
、
そ
の
時
そ
の
時
の
社
会
的
伝
習
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら

れ
る
'
も
の
で
あ
る
。

環
境
の
影
響
は
、
高
度
の
社
会
に
ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ
ど
孤
立
状
態
に
問
ぢ
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
に
比
し
て
、
遥
か
に
直
接
的
で
な

い
徴
候
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
社
会
が
複
雑
で
あ
る
た
め
に
遥
か
看
取
し
難
い
こ
と
は
争
わ
れ
ぬ
に
し
て
も
2

矢

張
り
存
在
し
て
い
る
。
か
か
る
外
部
か
ら
驚
ら
さ
れ
た
移
し
い
諸
影
響
が
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
何
世
紀
も
に
わ
た
っ
て
2

絶

え
ず
各
世
代
の
相
続
財
産
を
豊
富
な
ら
し
め
、
そ
こ
に
新
た
な
る
要
求
と
共
に
、
新
た
な
る
創
意
の
匹
胎
を
も
ち
続
け
て
来
て
い
る
の
で

あ
る
。
我
々
人
類
は
、
そ
の
肉
体
の
生
理
的
な
機
能
を
通
じ
て
2

自
然
と
交
渉
を
も
っ
と
同
時
に
、
ま
た
祉
会
的
な
生
産
過
程
を
媒
介
と

し
て
、
自
然
と
交
渉
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
と
の
場
合
、
社
会
的
な
生
産
過
程
が
歴
皮
的
な
発
展
に
従
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
人
類

社
会
と
自
然
と
の
交
渉
関
係
は
、
歴
史
的
な
発
展
の
相
に
お
い
て
F

把
握
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
自
然
的
条
件
な
る
も
の
の
具
体
的
な

内
容
は
、
歴
史
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
み

r
正
当
に
理
解
せ
ら
れ
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

彼
の
社
会
ダ
l
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
人
間
社
会
の
発
日
肢
を
環
境
に
生
物
学
的
に
適
応
し
て
ゆ
く
過
程
に
み
、

そ
の
意
味
で
偶
然
性
を
排
除

す
る
が
、
相
対
的
に
不
変
な
動
物
本
能
と
人
間
と
を
同
一
視
し
、
そ
の
歴
史
性
、
歴
史
的
被
規
定
性
を
認
識
せ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
、
出
発
し

て
い
る
。

つ
ま
り
社
会
的
な
も
の
と
生
物
学
的
な
も
の
の
範
鴎
的
区
別
、
人
間
の
社
会
生
活
仏

g
m
g巳
ロ

m
o
F
$
2
の
産
物
た
る
社

会
的
労
働
に
つ
い
て
黙
し
て
一
出
回
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
人
間
は
原
始
的
な
時
代
に
あ
っ
て
も
、
自
然
的
器
官
を
も
っ
て
F

自
然
に
適
応

す
る
動
作
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の
労
働
に
よ
っ
て
は
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
自
然
的
環
境
を
自
己
の
目
的
に
役
立
て
て
来
た

と
こ
ろ
に
、
生
物
学
的
適
応
と
は
異
る
も
の
が
あ
る
。



こ
う
し
て
、

一
定
の
歴
史
的
限
界
を
も
ち
つ
つ
も
、
彼
の
学
問
削
は
第
三
共
和
国
の
中
で
受
け
継
が
れ
、
以
後
、

フ
ラ
ン
ス
人
文
地
理
学

界
の
主
導
的
勢
力
と
な
り
幾
多
の
門
下
を
輩
出
さ
せ
て
行
っ
た
。

彼
の
学
風
が
余
り
に
も
F

幅
が
広
い
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
人
文
地
理
学
を
臭
っ
た
観
点
か
ら
考
察
せ
ん
と
す
る
学
者
も
居
ら
ぬ
と

と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
方
向
を
示
し
て
人
間
の
心
理
主
義
に
お
ち
入
っ
た
の
は
ブ
リ
ュ
ン
ヌ

で
あ
る
。
彼
は
偶
然
論
的
可
議
論
の
立
場

】

-

H
凶
門
戸
口
}
戸
何
回

に
た
っ
。

彼
は
人
間
生
活
の
基
本
的
要
求

σ
2
0山
口
印
か
ら
発
し
て
、

心
理
作
用
は
地
理
学
的
現
象
の
発
生
に
際
し
て
は
自
然
と
の
間
の
必
要
な

フランスにおける歴史地理学の沿革

媒
介
者
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
F

一
般
的
表
現
に
従
え
ば
「
、
正
意
の
方
向
」

2
2
2
gロ
丘
三
百
丘
一
。
ロ
に
よ
る
も
の
と
考
え

た。
即
ち
、
地
理
的
現
象
が
F

人
聞
に
及
ぼ
す
影
響
の
上
か
ら
み
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
諸
現
象
は
純
自
然
的
、
地
理
学
的
見
地
と
全
く
異
つ

た
方
法
に
よ
っ
て
F

分
類
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
れ
等
の
現
象
が
、
人
間
と
し
て
F

あ
る
要
求
を
満
す
べ
き
木
能
的
、
あ
る
い
は
伝
統
的

誘
惑
を
感
ぜ
し
む
る
心
理
的
効
果
を
も
認
識
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
れ
な
く
し
て
グ
人
文
地
理
学
の
現
象
は
、
地
理
学
的
原
因
の
み
で
は
F

そ
の
完
全
な
理
解
は
勿
論
、
そ
の
統
一
の
原
理
さ
え
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
F

人
文
地
理
学
は
妥
協
の
世
界
で
あ
っ
て
、
総
ゆ
る
生
活
を
許
さ
な
い
よ
ろ
な
F

あ
る
限
界
を
決
定
す
る
一
般
的
法
則
や
基
本
的
条
件
を
の

ぞ
け
ば
、
地
球
上
に
お
い
て
は
F

人
間
に
対
し
て
絶
対
的
と
か
、
決
定
時
と
か
い
う
も
の
は

F

何
も
な
い
と
グ

い
う
「
心
理
的
相
対
主

51 

義
」
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。

だ
が
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
地
理
学
は
よ
く
ブ
ラ

l
シ
ュ
の
正
し
き
面
を
継
承
し
、
代
表
的
存
在
と
し
て
ド
マ
ン
ジ
ョ
ン
等
に
よ
っ
て
引
き



継
が
れ
て
い
っ
た
。
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な
お
こ
こ
で
、
人
文
地
理
学
建
設
の
協
力
者
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
人
に
、
ガ
ロ
ヲ

F
c
n
wロ
の
m
E
0
2
が
い
る
。
彼
は
は
じ
め
リ

ヨ
ン
の
大
学
に
教
鞭
を
と
り
、
次
い
で
ヴ
イ
ダ
ル
・
ド
・
ラ
・
ブ
ラ

l
シ
ュ
を
エ
ニ

l
ル
・
ノ
ル
マ
ル
・
シ
ュ
ペ
リ
ュ

l
ル
に
助
け
、
大

地
理
学
者
の
隻
腕
と
し
て
F

働
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
後
を
襲
っ
て
教
授
と
な
り
、
次
い
で
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
教
授
に
轄
せ
ら
れ
、
地

理
学
教
授
の
筆
頭
で
あ
っ
た
。

さ
て
ブ
ラ
l
シ
ュ
の
地
理
学
を
継
ぐ
双
壁
は
、
ド
マ
ン
ジ
ョ
ン
〉

Z
R門
口
。
ヨ
出
ロ

m
gロ
と
マ
ル
ト
ン
ヌ
何
百
白
山
口
cm-
含
呂
田
三

ロロ四

で
あ
る
。
こ
と
で
F

フ
ラ
ン
ス
地
理
学
の
動
向
は
、
前
者
の
ブ
ラ

1
シ
ュ
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
、

歴
具
地
理
学
派
の
系
統
を
す

て
て
、
地
形
の
研
究
に
貢
献
し
た
後
者
に
よ
っ
て
F

は
っ
き
り
二
大
主
流
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
特
筆
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

ド
マ
ン
ジ
ョ
ン
は
ま
さ
に
、
ブ
示

l
シ
ュ
の
後
を
継
ぐ
に
ふ
さ
は
し
い
見
才
で
あ
っ
た
。
彼
は
パ
リ
大
学
教
授
と
し
て
活
躍
し
た
が
、

伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
の
大
学
生
で
彼
の
授
業
に
感
嘆
せ
ぬ
も
の
は
な
く
ニ
白
色
々
ぽ
甘
え
一
と
い
わ
ぬ
者
は
な

か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
彼
ケ
筆
頭
と
す
る
人
文
地
理
学
者
は
極
め
て
多
い
。
こ
こ
で
一
応
、
彼
の
業
蹟
か
ら
概
観
し
て
み
る
と
、
博
士
論

文
は
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
の
地
誌

円
凶

]U-n
山門

A

凶一
o
m
-門
]
巾
印
門
小
∞
目
。
ロ
∞

4
0
2
-ロ而印

H
J
弓
-
印
〉
吋
H
H
H

白ロ門日

h
o
ロロ

E
C印

で
あ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
国
内
の
地
域
を
取
り
扱
つ
か
っ
た
最
初
の
し
か
も
最
も
す
ぐ
れ
た
地
誌
足
。
ロ
。

m
E匂
σぼ
で
あ
る
。

爾
来
、

フ

ラ
ン
ス
の
地
誌
を
取
扱
う
も
の
は
、
何
れ
も
F

そ
れ
を
範
例
と
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
域
に
つ
い
て
の
人
文
地
理
学
的
考
察
の
決
定
的
労

作
で
あ
る
と
見
倣
し
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
、
第
二
の
労
作
は



、?司圃

ド
何
回
印
。
C
H・n
m
印
色
白
]
向

mm山

o
m
H・白

UY一内山【凶ぬ
}mHHサ円山口
n
o
m
H
C
何
回
吋
(uurHm
印
ロ
戸
片
目
。
ロ
]
巾
印
司
山
門
戸
印
同
∞
C
印

こ
れ
は
国
立
記
録
古
文
書
保
存
文
庫
〉

R
E〈
g
z
m
E
oロ
己
の
利
用
に
関
す
る
論
文
で
、
有
益
な
研
究
子
段
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

彼
は
矢
張
り
グ
エ
ニ

1
ル
・
ノ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
ペ
リ
ュ
1
1
ル
の
出
身
で
あ
る
。

卒
業
し
て
漸
ら
く
ラ
ン
ス

月
刊
HHH
円
印
及
び
ア
ミ
ア
ン

〉
B
ぽ
ロ
印
の
リ
セ
ー
に
地
理
及
び
歴
史
を
教
授
し
た
が
、
間
も
な
く
リ
ー
ル

戸
口

-o

の
大
学
に
招
柏
村
せ
ら
れ
、
更
に
一
九
一
二
年
に
パ

リ
大
学
に
招
柏
村
せ
ら
れ
た
。

と
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
北
部
の
都
市
リ
l
ル
に
滞
在
中
、
彼
は
そ
こ
の
地
理
学
研
究
所
の
発
展
に
努
力
し
、
理
学
部
地

質
学
研
究
所
、
又
、
北
部
地
質
学
会
及
び
リ
ー
ル
地
理
学
会
と
密
接
な
関
係
を
結
び
、
地
方
地
理
研
究
の
一
学
派
を
創
め
た
こ
と
で
あ

フランスにおける歴史地理学の :i;<P: 

る
。
か
か
る
研
究
の
い
き
さ
つ
か
み
て
も
、
そ
の
附
近
の
ピ
カ
ル
デ
イ
の
研
究
の
輝
か
し
い
名
著
を
発
表
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
故
な
し

と
し
な
い
。

な
お
、
余
談
で
は
あ
る
が
、
現
在
フ
ラ
ン
ス
革
命
中
〈
の
農
民
分
解
を
研
究
す
る
際
、
最
高
水
準
を
示
す
本
と
し
て
ツ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
フ
ェ

-
ブ
ル
の

-
H
E
m
σ
C
5
1尤
も
彼
は
リ
l
ル
に
生
ま
れ
、

ま
た
か
つ
て
、

リ
ー
ル
の
リ
セ
で
教
培
一
に
立
っ
た
こ
と
も
あ
る
が

l
の
博
土

論
文
で
一
九
二
四
年
に
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
大
学
教
授
時
代
に
出
さ
れ
た

「ノ

l
ル
県
の
研
究
」

同内巾印可出可閉山田口印
Z
O
H
己
努
山
口
門
宮
口
門
]
凶

H
N
h
v
〈

o
-
5
5口
同
円
。
ロ
明
白
日
開
め
が
あ
る
が
こ
れ
が
矢
張
り
、

ド
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
研
究
と
ほ
ぼ
同
一
の
北
部
ブ
ラ
ン
ド
ル
地
方
を
対
象
と
し
、

且
つ
又
F

彼
が
つ
く
っ
た
研
究
設
備
を
思
い
浮
べ
る
と
、
そ
こ
に
は
何
↑
か
し
ら
の
関
聯
が
見
出
せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

彼
、
ド
マ
ン
ジ
ョ
ン
の
業
蹟
は
、
そ
の
他
「
地
理
学
年
報
」
に
発
表
さ
れ
た
諸
論
文
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
す
こ
ぶ
る
大
き
い
。
そ
の
上
、

53 

ブ
ラ
l
シ
ュ
の
死
後
F

パ
リ
「
地
理
学
年
報
」
編
輯
者
の
一
人
と
な
り
、
又
例
の
「
世
界
地
理
」
口
合
鴨
川
H
U
Y
-
o
d
E
2
2
a
r
に
フ
ラ

ン
ス
の
ほ
か
英
国
・
ベ
ル
ギ
ー
・
和
関
を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
も
又
、
既
知
の
事
.
攻
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。



54 

て
の
地
誌
が
あ
り
、
(
戸
山

31同ロ(同月一

ブ
ラ
l
シ
ュ
の
高
弟
と
し
て
、
著
名
な
学
者
に
-
フ
ラ
ン
シ
・
ャ

l
ル

。
合
唱
。
喜
一

zo
号

E

E
白山口
0

2
山
自
由

E
P
S
町

B
R
O
W

何回。
c-
出
}
m
H

ロロゲ白戸円山

が
い
る
が
、
彼
に
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
に
つ
い

開門戸円山
σ

同凶巾]凶{門]戸ぬ

m 
F守』

図
。
ロ
山
口
門
F
H
U
R
U
w
〉
門
戸
出
山
口
仏
円
。
ロ
ロ

500)
こ
れ
は
リ
ー
ル
の
リ
セ
在
職
中
の
産
物
で
あ
る
。

彼
は
、
グ
ル
ノ

l
ブ
ル
の
日
ロ

o
Z目
大
学
に
招
聴
せ
ら
れ
て
か
ら
、

ア
ル
プ
ス
地
理
研
究
所
を
建
て
、

ア
ル
プ
ス
の
自
然
地
型
的
研
究

を
発
表
し
た
が
、
後
次
第
に
人
文
地
理
的
研
究
に
没
頭
し
、
そ
の
著
書
に
は

。円。ロ。

z
o
一
何
件
ロ
門
昨
日
門
ぽ
の
巾
。

mEH)EOCH-ぴ
包
ロ
ク
同
)
白
円
一
回
、
〉
円

HHH山口門
-
n
oロロ

HUHH

笠
寸
が
あ
る
。
例
の
「
世
界
地
理
」
に
は
中
央
及
び
西
部
ア
ジ
ア
を
執
筆
し
て
い
る
。

又
彼
の
高
弟
と
し
て
は
、
』

-
E
R
H
H
O
が
い
る
。
彼
は
シ
ャ
ル
ト
ル
!
ズ
己
記
円
円
円

m
5
0
及
ぶ
ヴ
ェ
ル
コ
ー
ル
〈

R
2
2
の
地
誌
を

研
究
し
、
プ
ラ
ン
シ
ャ

l
ル
の
下
に
助
教
授
と
し
て
働
い
た
人
で
あ
る
。

次
に
ゴ

l
チ
ェ

開
・
目
白
山
口
三
円
円
で
あ
る
が
、
彼
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
自
然
地
理
の
著
作
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
サ
ハ
ラ
及
び
ア
ト

ラ
ス
地
方
の
研
究
を
専
門
と
し
て
い
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
人
文
地
理
の
研
究
を
も
お
ろ
そ
か
に
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

わ
}
戸
山
円
-
o
印
己
巾
戸
σ
H
N

。
ロ
門
広
円
。
ロ
ン
シ
ェ

l
ル
は
パ
リ
国
立
図
書
館
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
タ
ー
を
務
め
た
人
で
あ
る
が
、
旧
来
の
歴
民

派
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
る
。
歴
史
地
理
・
地
理
学
史
の
権
威
で
あ
っ
て
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
旧
来
の
歴
史
観
を
代
表
す
る
一

地
理
学
会
議
で
な
し
た
講
演
富
山
口

cmn
ュz
-
u
m
E
5
仏
ぬ
〈
。
ω
員
一
閃
向
日
・
印
同
円
山
口
前
回
目
印
仏

g
×
〈
川
広
×
〈

Hmm~hwnZ印

人
で
あ
る
。

は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
又
文
部
省
に
お
け
る
「
歴
史
的
科
学
的
研
究
委
員
会
地
理
部
」

3
2
z
oロ
己
ぬ
の
宮
町
山
円
山
口

E
O
門E
n
o
s
-芯
仏

2
、H，E
〈

E
M
出

5
Z
ュρ己
2
2
ω
n
-
b
E
5
ρ
c
m印
)
の
幹
事
で
も
あ
り
、

国
立
図
書
館

回目

E
-
0
5
2
5
ロ
山
門
戸
。
口
同
町
を
背
景
と
す
る
博
学
の
士
で
あ
る
。



さ
て
、
ブ
ラ

i
シ
ュ
門
下
の
逸
材
マ
ル
ト
ン
ヌ
が
リ
ヨ
ン
に
招
か
れ
て
、

レ
ー
ン
を
去
っ
た
後
、
ヴ
ア
l
シ
ェ

l

〉ロ
55σ
〈
仰
の

7
2

が
後
を
つ
い
だ
が
、
彼
も
一
九
一
二
年
リ
ー
ル
に
去
っ
た
。
と
の
た
め
レ

l
ニ
ン
の
大
学
は
暫
く
教
授
を
欠
い
た
が
、

一
九
一
八
年
に
至

っ
て
、
そ
の
地
理
学
教
授
に
任
命
せ
ら
れ
た
の
が
ミ
ユ
ツ
セ

H
N
g
b
z
c
m印
刊
円
で
あ
る
。
彼
の
博
土
論
文
は
「
バ
・
メ

l
ヌ
」
の
研
究

円
、
開
凶
器
富
山
一
ロ
町
一
明
言
円
山
m
m
b
O
B匂
E
m
5・
HUmR2
〉円
H

H

g

ロ仏

no--ロ
HCH吋
で
あ
る
。

こ
れ
は
さ
き
の
ド
マ
ン
ツ
ョ
ン
の
「
ピ
カ
ル
デ
イ
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
完
全
な
る
地
誌
と
い
う
べ
く
、
こ
の
地
方
の
白
件
以
地
理
に
つ
い

て
も
ま
た
、
そ
の
経
済
生
活
の
分
析
に
お
い
て
も
、
頗
る
独
創
に
富
ん
だ
労
作
で
あ
る
。

彼
は
こ
れ
を
パ
リ
大
学
文
学
部
に
提
出
し
、

一
九
一
七
年
文
学
博
士
と
な
り
、
翌
年
レ

l
ン

戸
山
O

ロ

の
教
授
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

フランスにおける歴史地理学の沿革

副
論
文
は

。
。
て
企

m〈問問。

ι
c
n
y
m〈同日

2
Hり

S
E
R・
]
U
R
U
S
H叶
で
あ
る
。
そ
の
他
、
ペ
ル
シ
ュ
に
関
す
る
重
要
な
論
文
を
パ
リ
「
地
理
学

年
報
」
に
発
表
し
て
い
る
。

円
、
。
旬
開
吋

nzw〉
ロ
ロ
・
己
ぬ
の
合
唱
-
N
∞・

Hos・
ωbIω
包

「
m
B
-
E
E
F
B
F
F
5
E
S
W
E
N
O
W
記
1
H
N
G
等
が
あ
る
。

こ
う
し
た
業
蹟
に
比
す
べ
き
学
者
と
し
て
は
シ
オ
ン

E
z
m
gロ
が
い
る
。

彼
の
博
士
論
文
は
東
部
ノ
ル
マ
ン
デ
イ
に
お
け
る
田
園

に
関
す
る
研
究

-rw 

F何回】
U
3、白山口田内凶作目白

HA。吋
H
H
M

出口門回目。。円一切ロ
Z
F
Z
u
H
M同
可
印
己
onmwcuf
切門担一ア

〈
O
M
向山口口
0
2
5ロ門ゲ

ぐ
山
口
広
仏
o
z
m
m
w
g
f

55 

何片口内山内げの
bom円回目
uEρcoHν
同吋一山田〉吋
H
H
H

同ロ円山口

o-EW
同
匂
(
)
。

そ
の

で
同
地
の
田
園
生
活
を
歴
史
的
に
描
写
し
た
点
に
特
色
が
あ
り
、

分
析
の
正
確
に
し
て
徹
底
さ
ぜ
る
こ
と
に
お
い
て
匹
敵
す
る
も
の
な
く
、
現
在
歴
史
学
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
も
ル
フ
エ

l
ブ
ル
と



、、

止
ハ
に
最
も
完
備
せ
る
研
究
書
と
な
っ
て
い
る
D

56 

ち
な
み
に
彼
の
主
著
の
内
容
を
み
る
と
、

ー
、
東
部
ノ
ル
マ
ン
ジ

l

2
、
自
然
的
環
境

気
候

3 

H 

土
地
と
水

4
、
住
民
の
諸
起
源

5
、
中
世
に
お
け
る
ノ
ル
マ
ン
の
村
落

6
、
十
八
世
紀
の
回
国
の
産
業

7
、
森
林
沼
地
畷
野
牧
場
(
十
孔
世
紀
の
コ
ン
ミ
ユ

l
ン
)

8
、
十
八
世
紀
の
農
業
技
術
と
生
産

9 

d 

土
地
所
有
と
経
営

10 

// 

住
民

日
、
現
代
の
田
園
の
産
業

口
、
土
地
征
服
の
完
成

口
、
現
代
の
授
業
技
術
と
生
産

日
、
詰
所
有
地
と
諸
経
営

目
、
現
在
の
住
民



日
町
、
田
園
居
住

の
順
と
な
っ
て
、
自
然
法
則
に
従
う
人
間
活
動
は
文
明
の
状
態
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
克
明
に
論
じ
て
い
る
。

彼
は
と
れ
を
パ
リ
大
学
文
学
部
に
提
出
し
て
、
文
学
博
士
の
学
位
を
得
た
。
そ
の
副
論
文
は
ヴ
ア
ー
ル
の
自
然
地
理
に
関
す
る
研
究

円
、
同
ぐ
白
吋
印
戸

u
b
H
E円
一
同
》
山
口
広
〉
円
白
山
口
仏
門

o
-
E
E
S
で
あ
る
。
後
モ
ン
ペ
リ
エ
冨

Cロロ丘一一
R
の
教
授
と
な
り
例
の
「
世
界
地
理
」

に
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
を
執
筆
し
て
い
る
。

こ
の
時
代
は
ま
さ
に
百
花
欄
没
の
形
で
地
理
学
の
研
究
は
各
方
面
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
人
文
地
理
学
者
の
着
実
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ

ー
は
歴
史
学
研
究
の
上
か
ら
い
っ
て
も
筏
め
て
価
値
の
高
い
、
む
し
ろ
当
時
の
歴
史
学
を
リ
ー
ド
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

フランスにおける歴史地理学の沿革

次
に
「
地
理
学
年
報
し
か
ら
主
な
歴
史
地
理
の
論
文
を
あ
げ
て
み
る
と
、
ア
ル
デ
ン
ヌ
の
森
林
の
歴
史
地
理
的
考
察
と
し
て
戸
山
町
O
門巳

円、.〉吋門凶
A
M

ロ
ロ
ヌ

Fb。
ロ
目
。
ロ
門
門
司

H
h
v
N
0

・

一
九
二
二
年
に
な
る
と

「
o
E
-
O
R
〉
日
σ白
骨

〈

mHmno己
ぬ
の
山
口
戸
山

2
-
2
E印斤門口
nECロ
印
ロ
戸
江
ρ
ロ
白
山
内
山
内
印
〉
門
出

σ
g
出口

凶
〈
。
印
H

んげの

-2
一
口
問
}
U

円一色

明白吋円山口弘・

]
E
N
N
・

ア
ル
プ
代
の
道
路
の
研
究
と
し
て

円
、
巾
印
列
。

E
g
己
ぬ
印
〉
-
匂

2
0
2
E
mロ
片
山
戸
巾
印
一
〉
同
)
四
回
出
回
ロ

E
Cロ
.

等
々
が
見
出
さ
れ
る
が
、
注
目
さ
る
べ
き
は
社
会
経
済
的
問
題
意
乳

γ
も
っ
た
歴
史
地
理
の
ス
ペ
シ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
ル
シ
ア
ン
フ
エ

57 

-
ブ
ル

F
5
-
g
m，

oσ
〈
門
町
に
よ
っ
て
「
大
地
と
人
類
の
進
化
」
戸
山
叶

2
5
2
三
円
〈

O
E片山
O口
同

c
g白山口
f
E
R
O門E
2
5ロ
の
払

om・

吋山匂

EscomH
で
回
目
印
円
。
】
円
め
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
後
に
ド
マ
ン
ツ
ョ
ン
と
共
著
で
「
ラ
イ
ン
河
」
|
歴
史
経
済
の
諸



問
題

l
F白
河
町
一
ロ
ニ
)
円

O
E昨
H
H
H

印q
E
印円。ュ
o
m
H
門

H

・
2
0ロ
05-0・

5ω
印
・

を
著
し
て
い
る
が
、

と
も
に
歴
史
地
理
学
の
絶
好
の
警
と
い

58 

え
よ
う
。
こ
の
本
は
一
つ
は
歴
史
的
な
面
か
ら
ラ
イ
ン
の
交
通
系
統
・
自
然
境
界
・
二
つ
の
人
種
の
交
錯
・
ロ
ー
マ
的
景
観
・
ゲ
ル
マ
ン

的
景
観
・
教
会
な
ど
を
イ
ン
デ
ィ
ケ
ー
タ
!
と
し
て
と
り
あ
げ
、
こ
の
河
谷
の
歴
史
地
理
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
経
済
・
交
通
を
主
と

し
て
交
通
勤
脈
と
し
て
の
ラ
イ
ン
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
い
で
〉
の

g
m
g
H
U
E
S二三円。門
E
2
5ロ
g

E出
門

C
ミ
(
刊
か
い
引
い
河
川
和
三
記
H
C
N印
)

の
大
著
が
あ
る
が
、
そ
の
序
文
で
ア
ン
リ
ベ
ル
同

g
ユ∞
σ
コ
が
述
べ
て
い
る
「
フ
エ

l
ブ
ル
は
研
究
領
域
に
お
い
て
科
学
的
正
確
さ
を

つ
ね
に
考
え
た
。
彼
は
人
間
の
個
体
に
対
す
る
環
境
の
直
接
的
作
用
を
否
定
は
し
な
い
が
、
そ
れ
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
さ
け
、
こ
の
間

題
を
厳
密
に
分
離
さ
せ
た
o
」
「
フ
エ

l
ヴ
ル
は
機
械
主
義
と
町
吉
田
口

m
B
を
信
用
し
な
い
。
」
「
伎
は
歴
史
に
お
け
る

の
}
戸
田
口
j
n
巾
の
観
念

を
強
調
す
る
。
し
か
し
純
粋
の
わ
宮
山
口
n
m
と
歴
史
的
偶
然
と
の
聞
に
、
明
ら
か
な
一
一
線
を
劃
す
る
o
」

等
々
の
考
察
は
、
彼
の
考
え
を
端
的
に
表
現
じ
た
も
の
と
し
て
興
味
あ
る
と
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

フ
エ

l
ブ
ル
に
至
る
と
、
人
文
地
理
の
目
的
に
つ
い
て
更
に
鋭
く
追
求
す
る
。

彼
は
「
同
一
条
件
に
し
て
同
一
の
結
果
あ
り
」
と
の
因
果
関
係
に
出
発
し
て
、
決
定
的
な
原
因
と
は
あ
る
一
つ
の
現
象
を
決
定
し
て
い
る

と
こ
ろ
の
現
象
的
な
諸
条
件
総
体
の
謂
で
あ
り
、

つ
ま
り
「
諸
条
件
の
無
限
の
合
計
」
か
ら
な
る
が
、
こ
を
れ
地
理
学
者
に
あ
て
は
め
て

み
た
場
合
、
抽
象
的
な
諸
条
件
に
本
当
に
到
蒼
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
。
し
か
る
に
現
在
の
地
理
学
者
は
、
凡
そ
体

系
的
な
演
鐸
に
類
す
る
こ
と
は
避
け
る
よ
う
に
益
々
努
力
し
て
お
り
、
彼
等
の
研
究
す
べ
き
事
笑
の
諸
状
況
を
、
先
入
観
念
や
理
論
的
な
単

純
化
へ
の
偏
っ
た
執
着
無
し
に
た
だ
分
析
す
る
の
み
に
止
め
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
機
械
的
な
決
定
論
の
狭
量
な
見
解
を
振
り
す

て
る
こ
と
に
全
力
を
そ
そ
い
で
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
し
か
し
被
は
そ
れ
に
対
す
る
具
体
的
な
解
決
を
興
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、



再
び
ブ
ラ

l
シ
ュ
の
命
題
た
る
「
地
理
学
は
場
所
の
科
学
で
あ
っ
て
、
人
間
の
科
学
で
は
な
い
1

一
に
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
出
発
を

願
っ
て
い
る
。
だ
が
彼
は
今
日
の
地
理
学
者
達
が
何
を
惜
い
て
も
、
明
瞭
に
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
は
、
一
人
聞
に
備
わ
る
創
意
と
移

動
性
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
彼
は
、
歴
史
的
な
個
体
の
上
に
重
く
の
し
か
か
る
四
通
り
か
五
通
り
の
地
理
的
大
宿
命
と
い
っ
た
よ
う

な
も
の
の
厳
格
な
劃
一
的
な
影
響
力
な
ど
は
な
く
、
唯
あ
る
の
は
、
土
地
と
か
気
候
と
か
植
物
と
か
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い

て
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
表
現
に
お
い
て
、
且
つ
ま
た
個
立
的
に
せ
よ
あ
る
い
は
集
団
的
に
せ
よ
、
人
問
、
む
い
う
創
意

に
恵
ま
れ
た
生
き
物
を
も
っ
て
、
限
り
な
く
柔
軟
な
し
か
も
執
拍
な
る
媒
介
者
と
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
と
れ
ら
の
影
響
は
現
わ
れ
る
と

考
え
て
人
間
の
再
認
識
を
す
る
。

フランスにおける歴史地理学の沿革

ヴ
ィ
ダ
ル
・
ド
・
ラ
ブ
ラ

l
シ
ュ
に
始
ま
る
近
代
の
人
文
地
理
学
に
対
す
る
彼
の
学
風
の
影
響
は
余
り
に
も
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
第
三
共
和
国
と
い
う
温
床
に
あ
っ
て
ぬ
く
ぬ
く
と
育
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
進
歩
の
き
ざ
し
は
次
第
に
現
わ
れ
、
自
然

と
人
間
と
を
廻
っ
て
悩
み
と
い
う
形
で
増
大
し
た
。
ル
シ
ア
ン
・
フ
エ

1
ブ
ル
も
そ
う
し
た
悩
み
を
最
も
よ
く
感
ず
る
一
人
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
社
会
形
態
学
等
の
側
か
ら
抗
議
を
う
け
、

一
方
に
は
近
代
人
文
地
理
学
そ
の
も
の
が
持
つ
悩
み
か
ら
地
理

学
は
分
化
の
一
路
を
辿
っ
て
い
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
地
理
学
的
無
概
念
性
は
現
代
欧
州
の
悩
み
と
共
に
歩
む
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
再
び
「
地
理
学
年
報
」
に
話
を
も
ど
し
て
み
る
と
、

一
九
二
三
年
に
は

H
N
o
-
丘
一
怠
ロ
印
仏
m
w
H
U
H
ユ
山
口
門
ぽ
山
口
刊
の

-ω
の
円
山
口
門
広
切
吋
mw
門田町山口町

〉
工
口
内
自
由
ロ

m
gロ
E
N
U

戸

開

句

51印
円
〉
己
関
白

宮
・
河
内
百
町
田

E
E
N
ω

59 

そ
の
他
同
年
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
関
し
て
、

F
N
H
H
U

。目。∞ロ何

り
の
釦
HHHmdd
円
円
〉

-
g
m
E
白
が
あ
る
が
、

一
応
完
結
し
た
好
論
文
で
あ
る
。
ま
た
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
末
期
を
あ
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以
上
、
極
く
大
ざ
っ
ぱ
に
概
観
し
た
が
、
そ
の
他
に
こ
こ
に
揚
げ
な
い
多
く
の
論
文
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ブ
ラ
l

62 

シ
ュ
の
学
風
を
汲
む
歴
史
地
理
の
研
究
対
象
は
F

す
こ
ぶ
る
多
岐
に
一
旦
っ
て
い
る
グ
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
上
、
最
も
重

妄
な
も
の
は
、
地
域
的
に
は
F

ブ
ラ
ン
ド
ル
及
び
西
部
地
方
、
即
ち
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
怠
味
合
い
で
資
本
主
義
的
農
業
が
発
展
し
た
伯
処
F

で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
す
ぐ
れ
た
先
学
の
研
究
は
主
と
し
て
、
こ
の
地
方
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
地
理
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
、
過
去
の
住
民
の
大
部
分
を
占
め
る
の
は
農
民
で
あ
っ
た
か
ら
、
農
民
問
題
に
対

す
る
歴
史
的
知
識
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
は

ル
ー
プ
ネ
ル
の
向
洋
。
ロ
列
。
己
目
)
ロ
巴
の
国
広
吉
町
巾
仏
巾
}
山
口
白
H
H
M
H
)

国間口
O

問，円山口の印
2
0
(
H
C
ω

∞
)
及
び
ド
l
ザ

〉

5
2円
。
山
口
N
同
庁

「
m

凶
〈
目
白
吋
ロ
吋
印

-og
司
門
出
口
の
ゆ
等
が
あ
り
い
ず
れ
も
比
較
的
入
手
が
容
易
で
恰
好
の
書
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
資
料
の
点
に
つ
い
て
は
誰
も
が
持
つ
共
通
の
悩
み
で
あ
る
が
、
と
の
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
で
集
め
た
各
学
校
の
図

書
の
他
に
H
H

日
仏
会
館

r
及
び
F

東
京
グ
関
白
(
京
大
前
)

の
各
日
仏
学
院
の
図
書
殆
ん
ど
原
窪
田
を
利
用
せ
ら
れ
る
と
良
い
と
思
う
。
各

施
設
と
も
そ
の
図
書
数
は
可
成
り
あ
り
、
又
必
ず
し
も
学
問
的
な
面
か
ら
の
み
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
も
思
え
な
い
が
、
回
以
わ
ぬ
図
書
を
発

見
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。




