
創
立
ニ

O
周
年
記
念
特
別
講
演

歴
史
地
理
学
に

b
け
る
最
近
の
動
向

菊

地

手リ

夫

一
、
は
じ
め
に
あ
た
っ
て

歴
史
地
理
学
会
二
十
周
年
記
念
の
広
島
大
会
に
お
い
て
、
特
別
講
演
を
行
う
こ
と
を
常
任
委
員
会
か
ら
指
名
を
う
け
ま
し
た
。
こ
こ
に

歴史地理学における最近の動向

「
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
最
近
の
動
向
」
と
題
し
て
、
若
干
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
申
し
上
げ
ま
す
。

歴
史
地
理
学
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
の
伝
統
的
傾
向
に
対
し
て
、
最
近
二
十

1
三
十
年
こ
の
か
た
、
新
し
い
傾
向
が
次
第
に
強
ま
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
動
向
は
何
人
も
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
か
え
り
み
れ
ば
、
二
十
世
紀
の
は
じ
め
、
く
わ
し
く
言
え
ば
、

一
九
世

紀
末
か
ら
で
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
地
理
学
の
理
論
は
、
百
花
斎
放
の
よ
う
に
、
多
様
に
展
開
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
し

て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
の
数
十
年
間
は
、
歴
史
地
理
学
の
理
論
が
固
定
化
し
、
変
化
に
と
.
ほ
し
く
、

い
た
ず
ら
に

慣
行
軌
道
を
走
り
、
色
あ
せ
た
姿
を
さ
ら
し
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
わ
ず
か
に
諸
理
論
の
結
合
が
み
ら
れ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
二
十
世
紀
半
ば
を
す
ぎ
る
や
、
こ
の
伝
統
的
傾
向
に
対
し
て
、
新
し
い
傾
向
が
し
だ
い
に
強
調
さ
れ
は
じ
め
て
、
今
や
歴
史

21 

地
理
学
が
激
変
さ
え
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
0
6

現
代
の
歴
史
地
理
学
に
は
、
新
し
い
大
な
る
入
り
口
が
聞
き
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
認
め
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る
人
々
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
た
ち
の
前
方
に
は
、
歴
史
地
理
学
に
と
っ
て
は
、
未
知
の
知
識
の
大
陸
テ
ラ
・
イ
ソ
コ
ギ
ユ
タ

が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
た
ち
に
と
っ
て
、
今
日
の
歴
史
地
理
学
に
つ
い
て
そ
の
理
論
を
深
く

ほ
り
さ
げ
る
こ
と
も
大
切
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
学
際
的
に
も
諸
科
学
の
理
論
の
動
向
を
ひ
ろ
く
見
渡
し
な
が
ら
、
こ
の
テ
ラ
・
イ
ン

コ
ギ
ニ
タ
を
展
望
す
べ
き
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
理
由
は
多
く
の
隣
接
科
学
に
お
い
て
も
、
歴
史
地
理
学
と
同
じ

よ
う
な
動
向
が
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ニ
、
伝
統
的
歴
史
地
理
学
の
理
論
の
整
理

歴
史
地
理
学
の
新
し
い
傾
向
を
申
し
上
げ
ま
す
前
に
、
過
去
数
十
年
間
に
わ
た
っ
て
、
わ
た
く
し
た
ち
が
持
ち
つ
づ
け
て
き
た
伝
統
的

歴
史
地
理
学
の
理
論
を
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
歴
史
地
理
学
を
「
現
代
歴
史
地
理
学
」
と
よ
べ
ば
、
伝
統
的
歴
史
地

理
学
は
、
「
近
代
歴
史
地
理
学
」
と
名
づ
け
て
、
歴
史
地
理
学
史
の
最
後
の
頁
に
書
き
と
め
る
時
期
で
あ
る
と
感
じ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
代
歴
史
地
理
学
と
い
っ
て
も
近
代
歴
史
地
理
学
と
は
、
そ
の
本
質
は
異
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
歴
史
地
理
学
と
は
、
現
在
の
地
理
を
研
究
す
る
現
在
地
理
学
冨

a
o
E
の

g唱
者
ru刊
に
対
し
て
、
過
去
の
地
理
を
研
究
す
る
科

学
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
歴
史
地
理
学
の
理
論
と
い
え
ば
、
従
来
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
異
口
同
音
に
何
人
も
同
じ
く
と
り
あ
げ
る
理

論
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
か
り
に
こ
れ
ら
を
歴
史
地
理
学
の
タ
イ
プ
と
言
っ
て
お
き
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
歴
史
地
理
学
の
タ
イ
プ
は

次
の
入
タ
イ
プ
に
わ
け
ら
れ
ま
す
。

時
系
列
的
分
布
(
己
目
。

ω
2
5
E
E∞
E
E
H
Zロ)
(
さ
ま
ざ
ま
の
土
地
と
さ
ま
ざ
ま
の
人
々
)

地
理
的
歴
史
学
(
の
め
O
唱
名
E
Sご
E
s
q
-
固
な

z
q
i
F
B若
田
)



地
歴
史
学
(
の

gar-田
宮
町
m
w
)

、
景
観
史
(
戸
田
口
仏
国
各
阻
止

m
g
n
z
n
E
C
W
)
、
地
域
史
(
河
町
抵
oロ
曲
二
回
目
的
件
。
弓
)

四

時
の
断
面
に
復
原
す
る
過
去
の
地
理
(
吋
仲
間
百
日
。
印
曲
目
白
ロ
片
山

o
p
田正
O
同
庁
丘
一
官

2
2
3

五

現
在
の
地
域
理
解
の
た
め
の
過
去
の
地
理

ム

ノ、

時
の
断
面
堆
積

3
5
2
8
-
4
0
4日

s
o
n
g
m
m
m
m
n
z。
ロ
)

七

占
拠
系
列

3
2
5
E
2
2匂
g
B
)

/¥ 

空
間
進
化
系
列
(
河

2
5
0
4
0
-
E目。ロ田
3
Z
B
)

こ
れ
ら
の
歴
史
地
理
学
の
理
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
創
始
し
た
著
名
な
歴
史
地
理
学
者
の
名
と
そ
の
理
論
の
特
質
を
申
し
あ
げ
る

べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
何
人
も
御
承
知
の
こ
と
で
あ
り
、

か
っ
そ
の
時
間
の
余
裕
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

た
だ
一
言
申
し
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
歴
史
地
理
学
の
入
タ
イ
プ
と
し
て
、
私
が
数
え
あ
げ

歴史地理学における最近の動向

ま
し
た
が
、
歴
史
地
理
学
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
入
タ
イ
プ
の
あ
る
も
の
だ
け
を
歴
史
地
理
学
で
あ
る
と
し
、
他
の
タ
イ
プ
を
歴
史
地
理

学
で
は
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
あ
る
歴
史
地
理
学
者
は
こ
の
八
タ
イ
プ
の
ど
れ
も
歴
史
地
理
学
で
あ
る
と
認
め
て
い
ま
す
。
こ
の
間

題
に
つ
い
て
私
の
考
え
方
を
申
し
あ
げ
る
の
は
時
間
の
余
裕
が
な
い
の
で
特
に
批
判
を
し
な
い
で
通
り
す
ぎ
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い

と
思
い
ま
す
。

、
八
タ
イ
プ
の
歴
史
地
理
学
の
理
論
は
何
か

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
歴
史
地
理
学
の
理
論
は
、
二
十
世
紀
初
期
か
ら
百
花
斎
放
の
よ
う
に
咲
き
乱
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が

23 

ら
、
こ
れ
ら
は
歴
史
地
理
学
の
理
論
と
は
い
う
も
の
の
、
歴
史
地
理
学
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
理
論
で
あ
る
か
と
問
い
た
だ
せ
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ぽ
、
歴
史
地
理
学
者
に
よ
っ
て
考
え
方
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
従
来
か
ら
の
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

あ
る
人
々
が
こ
れ
ら
は
歴
史
地
理
学
の
職
能
・
使
命
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
ま
た
あ
る
人
々
が
こ
れ
ら
は
歴
史
地
理
学
の
本
質
理
論
で

あ
る
と
い
い
ま
す
。
ま
た
あ
る
人
々
が
歴
史
地
理
学
の
対
象
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
さ
ら
に
あ
る
人
々
が
歴
史
地

理
学
の
研
究
方
法
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
見
解
を
|
|
多
少
の
無
理
を
承
知
の
上
で
ま
と
め
ま
す
と
|
|
こ
れ
ら
の
八

つ
の
タ
イ
プ
は
、
歴
史
地
理
学
の
本
質
理
論
で
あ
る
と
い
う
人
々
と
、
あ
る
い
は
歴
史
地
理
学
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
人
々
に
わ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

も
し
歴
史
地
理
学
の
八
つ
の
タ
イ
プ
の
理
論
が
歴
史
地
理
学
の
本
質
理
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
質
は
い
く
つ
も
存
在
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。
本
質
理
論
は
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
唯
一
つ
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
地
理
学
と
と
も
に
共
通
で
あ
り
、
同
じ
も
の
で
あ

り
ま
す
。
現
在
地
理
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
八
タ
イ
プ
の
理
論
を
本
質
理
論
と
は
申
し
て
い
ま
せ
ん
。
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
も
こ
れ
ら

を
本
質
理
論
と
い
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
八
タ
イ
プ
の
理
論
は
歴
史
地
理
学
の
方
法
理
論
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
方
法
理
論
で
あ
る
な
ら

ば
、
過
去
の
地
理
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
復
原
す
る
理
論
と
こ
れ
を
説
明
す
る
理
論
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
の
ハ

I
ツ
ホ

l

γ
が
そ
の
著
「
地
理
学
の
性
格
」
の
中
に
「
地
理
学
と
は
、
そ
の
本
質
が
地
表
面
に
お
け
る
地
域
性
・
地
域
差
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
説
明

し
、
叙
述
す
る
科
学
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

ハ
I
ツ
ホ

1
ン
の
地
理
学
の
本
質
に
つ
い
て
は
人
々
に
よ
っ
て
異
議
が
あ
っ
て

も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
問
題
を
伏
せ
て
お
い
て
、
こ
こ
で
重
要
視
す
べ
き
は
、
本
質
と
す
る
対
象
が
あ
り
、
こ
れ
を
説
明
し
、
こ
れ
を
叙

述
ず
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
科
学
に
は
本
質
理
論
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
説
明
理
論
と
叙
述
理
論
が
存



在
す
る
と
い
う
自
明
の
事
実
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

古
典
的
で
あ
り
ま
す
が
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
著
「
歴
史
と
は
何
ぞ
や
」
を
ひ
も
と
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
古
典
で
あ
る
が
故
に
、
古
く
か
ら

主
張
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
も
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
歴
史
学
と
は
過
去
の
事
象
に
つ
い
て
、
そ
の
史
料
批
判

を
行
い
、
こ
れ
を
説
明
し
、
そ
の
結
果
を
叙
述
す
る
科
学
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
歴
史
学
と
し
て
は
、
研
究
方
法
と
し
て
史
料
批
判

と
説
明
理
論
が
あ
り
、
さ
ら
に
歴
史
叙
述
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
彼
は
歴
史
学
の
究
極
の
目
的
が
歴
史
叙
述
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
叙
述

理
論
が
重
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
ま
す
。

歴
史
地
理
学
に
お
き
ま
し
で
も
、
そ
の
理
論
と
い
え
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
過
去
の
地
理
に
つ
い
て
、
資
料
批
判
と
本
質
一
理
論
、

復
原
理
論
と
説
明
理
論
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
う
け
て
の
叙
述
理
論
か
ら
成
立
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
歴
史
地
理

叙
述
こ
そ
は
歴
史
地
理
学
の
究
極
の
目
標
で
あ
り
、
そ
の
成
果
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
私
は
従
来
の
歴
史
地
理
学
の
タ
イ
プ

歴史地理学における最近の動向

と
し
て
八
つ
も
あ
げ
た
も
の
は
、
歴
史
地
理
学
の
本
質
理
論
で
も
な
く
、
方
法
理
論
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
歴
史
地
理
叙
述
の
た
め
の
叙

述
理
論
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
叙
述
理
論
で
あ
り
ま
ず
か
ら
、
次
々
と
新
し
い
叙
述
形
態
を
つ
く
り
だ

さ
れ
、
歴
史
地
理
叙
述
の
タ
イ
プ
を
つ
く
り
だ
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
将
来
に
も
新
し
い
叙
述
理
論
が
っ
く
り
だ
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
歴
史
地
理
学
の
混
乱
で
は
な
く
、
歴
史
地
理
学
の
進
歩
の
)
つ
の
方
向
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
今
日
に
お
い
て
、

ま
た
新
し
い
叙
述
理
論
が
各
国
に
普
及
し
は
じ
め
て
い
ま
す
。
こ
の
新
し
い
叙
述
理
論
に
つ
い
て
は
後
程
に
く
わ
し
く
申
し
あ
げ
ま
す
。

回
、
本
質
理
論
、
復
原
理
論
の
多
様
化
と
そ
の
関
係

25 

こ
こ
で
簡
単
に
、
本
質
理
論
・
復
原
理
論
・
説
明
理
論
と
叙
述
理
論
の
関
係
と
こ
れ
ら
の
理
論
の
多
様
化
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
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そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
歴
史
地
理
学
の
最
近
の
動
向
の
一
つ
を
申
し
上
げ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

本
質
理
論
の
機
能
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
歴
史
地
理
学
が
他
の
科
学
と
の
知
識
領
域
の
ち
が
い
を
明
確
に
す
る

理
論
体
系
で
あ
り
、

か
つ
現
実
か
ら
過
去
の
地
理
事
象
を
ひ
き
だ
す
理
論
的
武
器
で
あ
り
ま
す
。
伝
統
的
歴
史
地
理
学
の
本
質
理
論
と
い

え
ば
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

環
境
論
(
開
口
4
町
O
ロ
E
g
g
-
u
g
)

分
布
論

(
E
a
z
r
E
-
oロ
F
g弓
)

地
域
論
(
月
四
位
。
ロ
回

-
F
o
o
q
)

四

景
観
論
(
戸
田
ロ
仏
国
ロ
ゲ
同
町
仲
叶

r叩
O
円
目
。
)

な
ど
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
最
近
の
本
質
理
論
は
こ
れ
ら
を
新
し
く
見
直
し
た
理
論
で
あ
り
、
旧
理
論
と
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
の
名
称

を
変
え
て
い
ま
す
。

行
動
的
環
境
論
(
切
巾
『
恒
三
O
B
-
開口
4
W
Oロヨ
g
z
-
U
B
)

空
間
的
組
織
論

(ω
宮

E
-
O
H
m
g目的巳
S
F
g弓
)

新
図
形
論

(
Z
o
d
q
の
同
三
om州

B
u
r
-

な
ど
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
る
と
、
歴
史
地
理
学
の
本
質
理
論
は
い
ろ
い
ろ
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
提
出

さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
刻
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
歴
史
地
理
学
の
本
質
は
唯
一
つ
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
本
質

に
対
し
て
、

い
か
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
よ
う
な
変
化
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も

な
お
何
人
に
も
満
足
を
与
え
る
よ
う
な
本
質
理
論
が
い
ま
だ
か
つ
て
提
出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
本
質
理
論
の
解
説
は
こ
こ
で
は



省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

復
原
理
論
と
は
な
に
か
、
こ
れ
は
現
在
の
地
表
面
か
ら
過
去
の
地
理
を
復
原
す
る
場
合
の
理
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
マ

ル
グ
・
プ
ロ
ツ
コ
が
名
づ
け
た
歴
史
的
逆
行
法
(
河
芯

B
g
Z四
百
合

r。L
m
E
三
2
g
g
)
と
ロ
ジ
l
ル
・
ヂ
イ
オ
ン
が
名
づ
け
た
地
理

的
逆
行
法

(
m
R
B
g
-
4
0
包
含
ぎ
仏
間
ぬ
。
。
唱
者
E
A
5
)
に
二
大
別
で
き
ま
す
J

谷
岡
武
雄
先
生
の
飛
躍
的
・
直
接
的
逆
行
法
と
遡
及

的
・
間
接
的
逆
行
法
は
、

い
ず
れ
も
歴
史
的
逆
行
法
に
ふ
く
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
逆
行
法
は
ブ
ロ
ツ
コ
や
ヂ
イ
オ
ン
た
ち
よ
り

も
早
く
か
ら
多
く
の
人
々
が
、
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
民
俗
学
で
も
考
古
学
で
も
歴
史
学
に
お
い
て
も

使
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
最
近
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
地
理
学
者
た
ち
は
、
逆
行
法
を
検
討
す
る
論
文
を
多
く
発
表
し
て
い
ま
す
。
ま

た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
叙
述
理
論
に
も
正
叙
法
と
倒
叙
法
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

逆
行
法
の
検
討
に
よ
る
新
発
見
は
、
二
つ
の
逆
行
法
の
存
在
と
区
別
で
あ
り
、
そ
の
混
同
を
防
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

歴史地理学における最近の動向

逆
行
法
と
は
、

一
般
的
に
は
、
現
在
の
時
点
で
あ
っ
て
も
、
過
去
の
時
点
で
あ
っ
て
も
、
既
知
の
地
理
的
状
態
か
ら
そ
れ
以
前
の
未
知
の

時
点
の
地
理
的
状
態
を
解
明
す
る
方
法
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
歴
史
的
逆
行
法
と
は
も
っ
ぱ
ら
過
去
の
状
態
の
理
解
を
拡
大
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
理
的
逆
行
法
と
は
既
知
の
状
態
の
時
点
か
ら
過
去
に
さ
か
の
ぼ
り
、
未
知
の
過
去
の
状
態
を

明
ら
か
に
し
ま
す
が
、
主
な
目
標
は
過
去
の
理
解
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
在
の
地
域
に
い
た
る
プ
ロ
ス
セ
の
理
解
に
お
い
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
復
原
理
論
と
本
質
理
論
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。
過
去
の
地
理
を
復
原
す
る
場
合
に
は
、
特
定
の
本
質
理
論
を
も

っ
て
既
知
の
時
点
の
地
理
的
状
態
か
ら
そ
れ
以
前
の
未
知
の
地
理
的
状
態
へ
接
近
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
復
原
さ
れ
た
あ
る
時
点
の
地
理

的
状
態
は
、

い
ま
だ
完
全
に
理
論
上
か
ら
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
本
質
理
論
か
ら
み
た
過
去
の
地
理
の
資
料
的
状
態
に
あ

27 

り
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
本
質
理
論
に
よ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
る
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
過
去
の
地
理
は
特
定
の
本
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質
理
論
に
よ
る
こ
と
が
な
く
し
て
、
漫
然
と
復
原
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
復
原
で
き
た
資
料
的
状
態
は
そ
の
本
質

理
論
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

五
、
説
明
理
論
と
叙
述
理
論
の
多
様
化
と
そ
の
関
係

説
明
理
論
に
つ
き
ま
し
て
は
、
最
近
の
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
多
く
の
論
著
が
発
表
さ
れ
て
、
伝
統
的
説
明
理
論
か
ら
新
し
い
説
明
理

論
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
著
し
い
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
ア
ブ
ラ
l
等
著
「
空
間
的
組

織
」
や
ハ

I
ベ
イ
著
「
地
理
学
の
説
明
」
な
ど
の
近
著
が
あ
り
ま
す
。
伝
統
的
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
説
明
理
論
と
し
て
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。

決
定
論
的
因
果
的
説
明
(
り

2
2自
E
E
K
2
5
0
8仏
止
な
口
仲
良
己
目
自
己
目
。
口
)

生
態
的
機
能
的
説
明
白
g
z
m
-
s
-
P
5
2
-
oロ
丘
町
民
Z
E
E
-
oロ)

時
間
的
説
明
(
吋
m
g
H
5
2
-
o
E
Z
E
E
-
oロ
)

な
ど
で
あ
り
ま
す
。
時
間
的
説
明
に
つ
い
て
は
、

ハ
l
ベ
イ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
細
分
化
し
て
い
ま
す
。

時
系
列
的
説
明

発
生
論
的
説
明

発
達
段
階
的
説
明

四

仮
定
的
プ
ロ
セ
ス
説
明

最
近
の
新
し
い
傾
向
と
し
て
、
説
明
理
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。



シ
ス
テ
ム
分
析

計
且
一
且
分
析
(
モ
デ
ル

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
)

確
率
論
的
説
明
(
行
動
科
学
的
)

こ
れ
ら
の
説
明
理
論
に
つ
い
て
の
解
説
は
時
間
の
余
裕
が
な
い
の
で
省
略
い
た
し
ま
す
。
た
だ
本
質
理
論
と
説
明
理
論
と
の
関
係
に
つ

い
て
の
み
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
関
係
に
つ
い
て
二
つ
の
主
張
が
対
立
し
て
き
ま
し
た
。

一
つ
は
本
質
理
論
と
説
明
理
論
と
は
一
体
的
な
結
合
関
係
が
あ
る
と
い
う

考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
決
定
論
的
な
本
質
論
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
説
明
理
論
も
ま
た
必
然
性
の
強
い
因
果
的
な
説
明
理
論
を
用
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
り
ま
す
。
他
の
本
質
理
論
に
対
し
て
説
明
理
論
は
戦
術
で
あ
る
か
ら
、
過
去
の
地
理
を
説
明
す
る
た
め

に
さ
ま
ざ
ま
の
説
明
理
論
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
天
文
学
者
の
ラ
プ
ラ
ス
は
天
文
の
世
界
と

歴史地理学における最近の動向

は
決
定
論
的
な
事
象
で
は
あ
る
が
、
人
聞
は
神
の
よ
う
に
優
れ
た
存
在
で
は
な
い
か
ら
、
説
明
理
論
と
し
て
決
定
論
を
採
用
じ
な
い
で
、

そ
の
対
極
に
あ
る
確
率
理
論
を
発
達
さ
せ
た
こ
と
は
有
名
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、
前
者
よ
り
後
者
が
承
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
歴
史
地
理
学
の
説
明
理
論
は
決
定
論
的
よ
り
も
確
率
論
的
に
移
行
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
は
後
程
ふ
れ
ま
す
。

叙
述
理
論
と
説
明
理
論
は
、
特
定
の
結
合
関
係
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
伝
統
的
歴
史
地
理
学
の
叙
述
形
態
に
つ
い
て
の
み
を
申
し
上

げ
て
、
新
し
い
歴
史
地
理
学
の
叙
述
形
態
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
理
的
歴
史
学
は
環
境
決
定
論
で
あ
ろ
う
が
、
環
境
可
能
論
で
あ
ろ
う
が
、

い
ず
れ
も
因
果
的
説
明
理
論
と
結
合
し
て
い
ま
す
。
地
歴

史
学
は
空
間
と
時
聞
を
一
点
に
収
中
さ
せ
て
事
象
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
空
間
科
学
の
歴
史
地
理
学
と
時
間
科
学
の
歴

29 

史
学
と
に
科
学
分
類
を
す
る
イ
マ
ヌ
マ
ル
・
カ
ン
ト
以
来
の
伝
統
的
な
時
間
と
空
間
の
概
念
に
も
と

9

つ
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
叙
述
理
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論
は
結
合
す
べ
く
も
な
く
、
叙
述
形
態
は
破
綻
を
招
き
ま
す
。
時
の
断
面
は
過
去
の
地
理
を
復
原
す
る
叙
述
理
論
が
、

カ
ン
ト
地
理
学

を
復
興
し
た
ド
イ
ツ
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
・
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
や
イ
ギ
リ
ス
の
ハ

l
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ッ
キ
ン
ダ

l
等
が
、
そ
の
叙
述
理
論
を
因

果
的
説
明
理
論
や
機
能
的
説
明
理
論
を
用
い
、

で
き
る
だ
け
時
間
性
を
排
除
し
て
空
間
科
学
と
し
て
の
性
格
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
時

の
断
面
推
積
と
い
う
叙
述
理
論
や
現
在
の
地
域
理
解
の
た
め
の
過
去
の
地
理
と
い
わ
れ
る
叙
述
理
論
は
、
過
去
の
地
理
の
起
源
発
達
な
ど

に
つ
い
て
発
生
論
(
の
2
2
W
誌
の
E
B丘町
O
ロ
)
を
用
い
て
時
間
性
を
多
分
に
導
入
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
歴
史
地
理
学
と
は
地
理
的
変

化
(
の
。
。
唱
者
一
E
s
-
n
r田
口
問
町
一
)
を
叙
述
す
る
科
学
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
同
じ
く
地
理
的
変
化

を
叙
述
す
る
歴
史
地
理
学
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
の
占
拠
系
列
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
生
態
学
の
群
落
選
移
の
概
念
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
空
間
科
学
と
し
て
の
歴
史
地
理
学
に
時
間
性
を
導
入
し
た
叙
述
理
論
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
は
、
ド
イ
ツ
の
オ
ッ
ト
l
・
シ
ュ

リ
l
タ

l
の
空
間
進
化
系
列
の
叙
述
理
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
叙
述
理
論
は
発
生
・
起
源
・
変
化
・
発
達
な
ど
の
一
連
の
発
生
的
説
明
か
}

排
除
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
時
間
の
克
服
」
を
し
て
、
過
去
の
地
理
の
進
化
系
列
を
叙
述
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
叙
述
理
論
の
う
ち
、

い
く
つ
か
が
説
明
理
論
を
共
通
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
統
一
的
に
ま
と
め
た
叙
述
理
論
を

つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
発
生
論
的
説
明
理
論
を
用
い
る
叙
述
形
態
で
地
理
的
変
化
を
過
去
か
ら
現
在
ま
で
お
し
通
す
叙
述
で
あ
り

ま
す
。
「
過
去
の
地
理
の
時
の
断
面
堆
積
」
と
「
現
在
の
地
域
理
解
の
た
め
の
過
去
の
地
理
」
と
現
在
地
理
学
の
中
で
「
現
在
の
地
理
に
発

生
法
的
説
明
を
用
い
る
立
場
の
も
の
」
(
フ
ラ
ン
ス
学
派
の
人
文
地
理
学
)
な
ど
が
結
合
し
ま
し
た
。
か
く
て
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
時

の
断
面
の
地
理
を
堆
積
さ
せ
な
が
ら
二
貫
し
て
発
生
論
的
説
明
理
論
を
も
っ
て
叙
述
す
る
歴
史
地
理
学
の
叙
述
形
態
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
叙
述
理
論
は
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
、

H
・
C
-
ダ
l
ピ
ィ
を
中
心
と
し
て
一
九
四

O
年
に
成
立
し
ま
し
た
。
日
本
で
は
一
九
五

0
年
代

に
藤
岡
謙
二
郎
先
生
の
景
観
変
遷
史
法
と
し
て
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
五

0
年
代
に
こ
の
時
の
断
面
堆



積
は
歴
史
地
理
学
の
方
法
論
で
は
な
く
、
単
な
る
叙
述
形
態
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
一
九
六

0
年
代
に
は
こ
の
叙
述

形
態
は
資
料
の
性
格
に
も
と
つ
く
実
用
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
拙
判
さ
れ
ま
し
た
。
か
く
て
、
今
日
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
こ

の
叙
述
理
論
は
教
義
的
地
位
か
ら
ひ
き
ず
り
落
さ
れ
、
こ
れ
に
代
っ
て
新
し
い
説
明
・
叙
述
理
論
が
成
立
し
発
達
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
伝
統
的
歴
史
地
理
学
の
叙
述
理
論
は
、
時
の
断
面
に
過
去
の
地
理
を
復
原
し
て
も
、
そ
れ
は
静
態
的
で
あ
り
ま
す
。
二
つ
以

上
の
時
の
断
面
の
過
去
の
地
理
を
叙
述
し
て
、
地
理
的
変
化
を
示
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
理
的
空
間
の
動
態
的
変
化
を
叙
述
す
る
形
態
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
代
歴
史
地
理
学
が
求
め
て
い
く
方
向
は
、
「
地
理
的
変
化
」
(
の

g
m
E匂
E
S
-
n
r目
的
問
)

で
あ
る
よ
り
も
、
「
変
化

し
つ
つ
あ
る
地
理
」
(
の
『
同
ロ
m
z
m
の
oom門
担
匂
『
可
)

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
過
去
に
お
い
て
、

地
理
的
事
象
が
い
か
に
地
表
空
間
に
拡
散

し
、
地
表
空
聞
を
変
質
さ
せ
て
い
く
か
の
プ
ロ
セ
ス
を
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
理
的
事
象
の
立
地
と
そ
こ
か

ら
の
地
表
空
間
へ
の
拡
散
と
変
質
を
説
明
す
る
へ
I
ゲ
ル
ス
ト
ラ
ン
ド
の
「
空
間
拡
散
の
原
理
」
な
ど
が
重
視
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

歴史地理学における最近の動向

「
空
間
拡
散
の
原
理
」
は
も
は
や
へ

l
ゲ
ル
ス
ト
ラ
ン
ド
流
の
古
典
的
な
も
の
で
は
な
く
、

新
し
い
発
展
を
つ
づ
け
、

拡
散
の
形
態
や
拡

散
の
障
害
や
拡
散
の
方
向
・
速
度
な
ど
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
新
し
い
叙
述
理
論
は
「
時
を
追
っ
て
の
変
化
」
(
の
宮
口
官

F
E
己
$

丘
言
。
)
と
よ
ば
れ
て
、
各
国
に
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
普
及
し
て
い
ま
す
。

「
時
を
追
っ
て
の
変
化
」
と
い
う
叙
述
理
論
は
、
伝
統
的
歴
史
地
理
学
の
時
間
・
空
間
の
概
念
に
も
と
づ
い
て
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

新
し
い
時
間
概
念
を
立
場
と
し
て
過
去
の
地
理
を
と
ら
え
る
立
場
で
あ
り
ま
す
。
新
し
い
時
間
概
念
は
改
め
て
く
わ
し
く
申
し
上
げ
ま

す
。
こ
の
新
し
い
叙
述
理
論
は
、
最
近
の
新
し
い
歴
史
地
理
学
の
本
質
理
論
と
し
て
の
空
間
的
組
織
論
や
行
動
的
環
境
論
や
新
図
形
論
な

ど
の
出
現
、
な
ら
び
に
最
近
の
新
し
い
説
明
理
論
で
あ
る
計
量
分
析
や
シ
ス
テ
ム
分
析
や
確
率
論
的
説
明
な
ど
の
出
現
と
同
じ
基
盤
か
ら
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発
生
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
以
上
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
こ
と
は
、
歴
史
地
理
学
の
動
向
の
顕
著
な
も
の
の
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一
つ
と
し
て
と
り
あ
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
最
近
の
動
向
と
し
て
注
目
す
べ
き
新
し
い
傾
向
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

ご
つ
の
問
題
に
つ
い
て
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

六
、
絶
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
へ
の
挑
戦

歴
史
地
理
学
の
最
近
の
動
向
と
し
て
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
近
代
歴
史
地
理
学
が
絶
対
空

聞
を
基
礎
概
念
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
し
い
現
代
歴
史
地
理
学
は
相
対
空
聞
を
基
礎
概
念
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

つ
ま
り
歴
史
地
理
学
が
研
究
す
る
地
理
的
空
間
は
絶
対
空
間
(
〉
宮

o-E冊
目
対
日
開
)
か
ら
相
対
空
間
(
河
己
主
2
0
若田

g)
Vこ

移
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
移
行
が
本
質
理
論
・
説
明
理
論
・
叙
述
理
論
に
お
い
て
新
し
い
傾
向
を
発
生
さ
せ
て
い
る
共

通
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

絶
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
は
、
紀
元
前
二
世
紀
の
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
か
ら
は
じ
ま
り
、
二
十
世
紀
半
ば
ま
で
つ
づ
い
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
二
十
世
紀
半
ば
か
ら
相
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
が
強
く
主
張
さ
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
絶
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
は
十
九
世

紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
近
代
歴
史
地
理
学
の
成
立
で
あ
り
ま
す
。
今
日
に
お
い
て
絶
対
空
間

の
歴
史
地
理
学
を
克
服
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
・
ヘ
ッ
ト
ナ
l

・ハ

1
ツ
ホ

l
ン
・
ダ
l
ビ
ィ
た
ち
が
、
相
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
か
ら
激
し
く
挑
戦
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
彼
等
た
ち
が
絶
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
を
つ
く
り
、
こ
れ
を

継
承
し
て
発
展
さ
せ
た
人
々
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
絶
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
空
間
概
念
の
特
質
は
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
絶
対
空
間
は
地
表
面
に
特
定
の
個

性
的
位
置
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
絶
対
空
間
に
は
時
間
性
が
な
い
こ
と
、
絶
対
空
間
は
諸
事
象
の
入
れ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
物
体
で
な
く



で
理
論
的
・
概
念
的
・
抽
象
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
絶
対
空
間
は
空
間
内
部
の
諸
事
象
に
影
響
を
与
え
て
空
間
を
個
性
化
・
具
体

化
す
る
神
秘
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
は
、
か
く
て
地
域
区
分
を
し
て
地
表
面
が
寄
木

細
工
的
な
個
性
地
域
の
集
合
か
ら
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
「
地
表
分
類
学
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
か
く
て
、

カ
ン
ト
は

歴
史
地
理
学
は
空
間
科
学
と
し
て
個
性
的
な
空
聞
を
記
述
す
る
科
学
で
あ
り
、
他
方
に
は
、
絶
対
時
聞
を
基
礎
概
念
と
し
て
空
間
性
を
排

除
し
た
時
間
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
と
相
対
立
す
る
科
学
に
分
類
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
叙
述
理
論
は
近
代
歴
史
地
理
学
と
し
て
三
段
階
の
変
質
を
し
て
き
ま
し
た
。
第
一
段
階
は
時
間
性

を
認
め
な
い
絶
対
空
聞
に
お
け
る
過
去
の
地
理
を
叙
述
す
る
た
め
に
、
時
の
断
面
に
過
去
の
地
理
を
復
原
し
て
こ
れ
を
叙
述
す
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
過
去
の
地
理
を
叙
述
す
る
た
め
に
、
時
間
性
の
代
理
機
能
を
つ
と
め
る
説
明
理
論
を
求
め
ま
し
た
。
因
呆
的
説
明
理

論
は
原
因
と
そ
の
結
果
の
叙
述
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
原
因
が
結
果
に
常
に
先
行
す
る
説
明
で
あ
り
ま
す
。
生
態
的
機
能
論
的
説
明
は
、

歴史地理学における最近の動向

主
体
と
環
境
が
あ
り
、

一
方
が
先
づ
作
用
し
、
そ
れ
を
う
け
て
他
方
が
反
作
用
し
、

か
く
て
相
互
作
用
を
く
り
か
え
す
こ
と
を
説
明
し
ま

す
。
こ
れ
ら
の
説
明
と
叙
述
に
は
な
に
が
し
か
の
時
間
性
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
ま
す
。
第
二
段
階
は
地
理
的
変
化
を
叙
述
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
時
代
ご
と
に
異
な
る
過
去
の
地
理
を
叙
述
す
る
た
め
に
、
時
間
性
を
空
聞
に
強
く
導
入
し
ま
し
た
。
時
の
断
面
を
い
く
つ
も
設

定
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
の
断
面
上
の
過
去
の
地
理
を
叙
述
し
、
さ
ら
に
時
の
断
面
を
い
く
つ
も
堆
積
さ
せ
、
地
理
的
変
化
の
存
在
を
示

し
ま
し
た
。
と
く
に
時
の
断
面
に
お
け
る
過
去
の
地
理
は
、
起
源
・
発
達
・
変
化
を
主
と
し
て
発
生
論
的
説
明
を
使
用
し
て
叙
述
し
ま
し

た
。
ま
た
発
達
段
階
的
説
明
は
主
に
経
済
史
学
に
乱
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
前
の
段
階
と
後
の
段
階
と
い
う
い
く
つ
も
の
段
階
の
積
み
重
ね

を
考
え
ま
し
た
。
時
の
断
面
堆
積
と
発
達
段
階
が
共
通
に
持
つ
欠
陥
は
、
前
の
段
階
か
ら
後
の
段
階
ヘ
変
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
無
視
す
る

こ
と
、
変
化
さ
せ
る
原
動
力
が
内
部
に
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
で
あ
り
ま
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示
。
，
第
三
段
階
と
し
て
、
時
の
慨
面
で
あ
れ
、
発
達
段
階
で
あ
れ
、
前
の
段
階
(
断
面
)
の
地
理
と
後
の
段
階
(
断
面
V

の
地
理
と
の
間

に
、
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
し
て
、
因
果
関
係
を
認
め
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
経
済
社
会
の
発
展
に
お
け
る
生

産
力
と
か
、
今
占
拠
系
列
に
お
け
る
前
段
階
に
後
の
段
階
を
形
成
せ
し
め
る
要
因
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

，
か
く
て
地
理
的
空
間
の
個
性
の
形
成
と
地
理
的
変
化
を
叙
述
す
る
た
め
に
は
、

し
だ
い
に
時
間
性
を
強
く
導
入
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
‘
し
か
し
か
よ
う
な
説
明
・
叙
述
は
絶
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
に
時
間
性
を
ふ
く
ま
せ
て
い
く
な
ら
ば
、

カ
ン
ト
地
理
学
の
空
間
科
学

と
し
て
の
性
格
衷
失
と
な
り
、

カ
ン
ト
の
科
学
分
類
の
純
粋
性
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
絶
対
空
聞
の
歴
史
地
理
学
の
叙
述
理
論
の
う

ち
、
時
間
性
の
導
入
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
空
間
進
化
系
列
の
み
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
叙
述
理
論
は
ド
イ
ツ
の
オ
ッ
ト
l
・
シ
ユ
リ

4
1

タ
ー
が
完
成
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の
空
間
に
対
し
て
、
原
初
形
態
か
ら
最
終
形
態
安
で
の
系
列
段
階
を
考
え
、
地

表
面
上
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
4

の
空
間
が
こ
の
系
列
段
階
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
左
考
え
ま
し
た
。
一
と
の
空
間
進
化
系
列
は
空
間
に

時
間
の
導
入
を
せ
ず
し
て
、
時
間
の
克
服
を
し
た
も
の
で
あ
り
ま
』
す
。

以
ム
の
よ
う
に
、
絶
対
空
間
の
歴
史
地
理
学
の
叙
述
理
論
は
、
野
間
三
郎
先
生
が
批
評
し
た
よ
う
に
、
二
十
世
紀
の
時
代
思
想
を
背
景

と
し
て
、
時
間
と
空
間
を
対
決
さ
せ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
西
南
学
派
と
い
わ
れ
る
新
カ
ン
ト
主
義

の
科
学
理
論
に
よ
っ
て
カ
シ
ト
地
理
学
を
復
興
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

七
、
現
代
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
新
し
い
時
空
概
念
と
現
代
物
理
学
と
の
関
係

九
一
近
代
歴
史
地
理
学
か
ら
現
代
歴
史
地
理
学
へ
移
行
し
て
い
く
に
は
、
こ
の
科
学
の
基
礎
概
念
で
あ
る
時
間
・
空
間
の
概
念
を
根
本
的
に

変
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
と
に
多
く
の
科
学
は
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
概
念
と
、
時
間
概
念
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
は
歴
史
地



理
学
の
空
間
概
念
は
、
環
境
・
分
布
・
地
域
・
景
観
な
ど
と
い
わ
れ
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
の
科
学
の
空
間
概
念
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
多
く
の
科
学
の
空
間
概
念
と
、
時
間
概
念
の
特
質
と
歴
史
地
理
学
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
い
る
時
間
的
余
裕
も
あ
り
ま
性

ん
。
し
か
し
諸
科
学
の
う
ち
で
幾
何
学
と
物
理
学
の
空
間
概
念
は
つ
ね
に
先
進
的
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
物
理
学
の
時
間
・
空
間
の
概
念

の
発
展
を
の
ベ
、
こ
れ
と
歴
史
地
理
学
の
時
間
・
空
間
の
概
念
の
移
行
と
の
関
係
に
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
、

~
イ
マ
ヌ
マ
ル
・
カ

γ
ト
が
空
間
科
学
科
学
と
し
て
の
地
理
学
と
時
間
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
を
建
設
オ
る
と
き
に
用
い
た
の
は
、

一ュ

-
十
ン
物
理
学
の
絶
対
空
間
の
概
念
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
こ
ろ
の
幾
何
学
と
い
え
ぽ
、

ユ
J

ク
リ
ツ
ヤ

h

幾
何
学
だ
け
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
じ
た
。
こ
れ
ら
の
科
学
に
お
け
る
絶
対
空
間
と
は
、
点
の
無
限
の
集
合
で
あ
り
、
物
体
の
入
れ
も
の
で
あ
り
、
プ
ラ

h
y
的
な
神

の
感
覚
機
関
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
す
で
に
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
が
絶
対
空
間
に
対
し
て
相
対
空
間
を
主
張
し
は
じ
め
て
い
ま
し
た
が
、

い
ま
だ
リ
I
マ
ン
幾
何
学
な
ど
は
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
は
あ
た
か
も

歴史地理学における最近の動向

砂
漠
の
中
の
説
教
者
で
あ
り
ま
し
た
。
何
人
も
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
の
相
対
空
間
に
ヰ
も
傾
け
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ヵ
ン
ト
も
そ
の

認
識
論
哲
学
を
建
設
す
る
た
め
に
採
用
し
た
の
は
、

ユ
1
グ
リ
ッ
ト
幾
何
学
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
の
時
間
‘
空
聞
の
概
念
で
あ
っ
た
こ

と
は
い
う
ま
-
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

舎
が
て
幾
何
学
で
は
リ
I
マ
ジ
な
ど
の
非
一
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
成
立
し
て
)
絶
対
空
間
以
外
の
空
間
概
念
が
発
達
し
は
じ
め
ま
し

た
。
二
十
世
紀
こ
ホ

t
三
十
年
代
に
、
ア
イ

γ
シ
ュ
タ
イ

γ
が
物
理
学
に
お
け
る
一
般
相
対
性
原
理
と
特
殊
相
対
性
原
理
を
主
張
し
て
相

対
空
間
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
ポ
ア
ン
カ

ν
l
は
、
時
間
と
空
間
は
そ
の
一
計
測
者
に
よ
っ
で
相
対
的
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
、
た
。
か
く
て
も

新
レ
い
物
理
学
が
成
立
し
て
、
古
典
物
理
学
と
明
確
な
一
線
を
も
っ
て
区
画
す
る
時
空
概
念
を
き
そ
と
す
る
現
代
物
理
学
と
な
り
ま

L

た
♂
こ
の
物
理
学
の
発
達
は
二
十
世
紀
後
半
一
の
物
質
観
に
大
変
化
を
与
え
)
戸
科
学
・
芸
術
に
ま
で
も
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
ま
し
た
。
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空
間
概
念
が
絶
対
空
聞
か
ら
相
対
空
間
に
移
行
す
る
と
き
、
同
じ
よ
う
に
時
間
概
念
に
お
い
て
も
絶
対
時
聞
か
ら
相
対
時
聞
に
移
行
し

ま
し
た
。
絶
対
時
間
と
は
瞬
間
の
無
限
の
連
続
で
あ
り
、
空
間
性
を
ま
っ
た
く
欠
き
、
等
質
・
等
速
を
も
っ
て
永
遠
に
連
続
し
て
い
き
ま

す
。
絶
対
時
聞
は
わ
か
ら
な
い
状
態
か
ら
わ
か
る
状
態
に
強
制
的
に
変
化
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
絶
対
時
間
も
神
の
感
覚

機
関
と
し
て
、
す
べ
て
の
物
体
の
入
れ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
時
聞
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
に
お
い
て
相
対
時
間
の
概
念
を
つ
く

り
だ
し
ま
し
た
。
哲
学
は
瞬
間
的
時
間
と
永
遠
的
時
間
、
心
理
学
の
心
理
的
時
間
、
物
理
学
や
化
学
の
物
理
的
時
間
、
そ
の
他
の
自
然
科

学
の
自
然
史
的
時
間
、
歴
史
的
科
学
の
歴
史
的
時
間
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
進
ん
で
は
、
相
対
空
間
と
相
対
時
間
の
両
者
を
融
合
し

て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
相
対
時
間
と
は
空
間
と
し
て
の
物
体
が
継
続
す
る
時
間
的
連
続
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
時
空
連
続
体

(
叶
吉
岡
?ω
日
M

田
口
問
。
叩
口
同
山
口
巳
司
)

と
い
う
新
し
い
時
空
概
念
が
成
立
し
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
の
時
空
連
続
を
時
空

分
節

(ωHM白
注
目
】
B

吋
巾

BHMOB-ω
有一
B
O
E
)
と
い
う
べ
き
時
聞
を
ふ
く
む
空
聞
を
正
し
い
と
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

相
対
空
間
の
特
質
に
つ
い
て
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
相
対
空
間
の
概
念
は
ラ
イ
プ
ニ

ヅ
ツ
か
ら
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
哲
学
の
中
に
芽
生
え
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
も

三
十
世
紀
後
半
か
ら
は
じ
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
概
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
十
世
紀
は
じ
め
、
ド
イ
ツ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ツ
ツ

ェ
ル
が
都
市
の
絶
対
的
位
置
と
相
対
的
位
置
を
論
じ
て
、
歴
史
地
理
学
に
最
大
の
貢
献
を
し
た
こ
と
を
私
た
ち
は
見
落
し
て
い
ま
す
。
絶

対
空
間
は
何
メ
ー
ト
ル
と
い
う
絶
対
距
離
に
よ
っ
て
計
測
さ
れ
ま
す
。
相
対
空
間
は
人
間
活
動
に
関
係
し
て
距
離
・
空
聞
を
考
え
ま
す
。

相
対
空
間
は
時
間
距
離
や
費
用
距
離
や
社
会
距
離
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ま
す
。
ま
た
交
通
・
通
信
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
絶
対
距
離
・

絶
対
空
間
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
空
間
縮
小
・
世
界
縮
小
が
成
立
し
ま
す
。
鉄
道
新
幹
線
や
高
速
自
動
車
道
な
ど
に
よ
っ
て
そ

の
沿
線
地
帯
は
時
間
的
に
距
離
・
空
間
が
縮
小
さ
れ
る
こ
と
が
事
例
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
相
対
距
離
を
中
心
に
し
て
考
え
れ
ば
、
歴
史
地



理
学
は
距
離
の
科
学
で
あ
る
と
い
う
人
々
さ
え
も
出
て
き
ま
し
た
。

現
実
に
お
い
て
、
絶
対
空
間
を
基
底
に
お
き
、
さ
ま
ざ
ま
の
指
標
に
も
と
づ
い
て
相
対
空
聞
が
成
立
し
ま
す
か
ら
、
同
一
の
絶
対
空
間

の
内
部
に
は
相
対
空
間
の
複
合
性
が
成
立
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
人
間
と
は
さ
ま
ざ
ま
の
相
対
空
間
の
交
叉
の
上
に
生
活
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
か
よ
う
に
地
理
学
は
絶
対
空
聞
か
ら
相
対
空
間
へ
そ
の
基
礎
概
念
を
入
れ
か
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
現
代
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
事
象
を
時
空
連
続
体
と
規
定
し
、
時
空
分
節
に
お
い
て
説
明
・
叙
述
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
も
は
や
時
間
性
の
な
い
空
聞
を
考
え
た
り
、
時
間
と
空
間
の
相
互
矛
盾
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
質
理
論
と
し
て
は
、

新
分
布
論
と
し
て
空
間
構
造
と
空
間
過
程
か
ら
な
る
空
間
組
織
論
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
新
環
境
論
と
し
て
は
、
絶
対
空
間
に
対
す
る
環
境

イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
空
間
、
す
な
わ
ち
行
動
的
環
境
論
が
打
ち
だ
さ
れ
ま
す
。
か
く
て
こ
れ
ら
の
新
本
質
論
に
よ
る
空
間
表

現
に
は
、
従
来
空
間
の
地
図
を
変
容
し
た
相
対
空
間
の
地
図
を
作
成
す
る
新
図
形
論
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

歴史地理学における最近の動向

説
明
理
論
と
し
て
も
、

シ
ス
テ
ム
分
析
が
体
系
づ
け
ら
れ
、
計
量
分
析
が
開
発
さ
れ
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
西
南
学
派
が
知
ら
な
か
っ
た

「
他
者
理
解
」
の
説
明
は
解
釈
的
方
法
に
よ
っ
て
発
達
し
ま
す
。
歴
史
地
理
学
は
全
体
と
し
て
必
然
性
が
強
い
決
定
論
的
に
説
明
す
る
こ

と
か
ら
確
率
論
的
説
明
に
移
行
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
必
然
的
な
変
化
を
事
象
に
強
制
す
る
と
考
え
ら
れ
た
絶
対
時
間
は
、
す
で
に
十
九
世

紀
末
に
、
物
理
学
者
の
ボ
ル
ツ
マ
ン
が
先
駆
的
に
述
べ
た
よ
う
に
、
時
間
と
は
最
小
の
確
率
か
ら
最
大
の
確
率
ま
で
の
幅
を
も
っ
て
変
化

す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
思
想
を
背
景
と
し
て
、
歴
史
地
理
叙
述
は
「
地
理
的
変
化
」
の
叙
述
理
論
か
ら
π
変

化
す
る
地
理
」
の
叙
述
理
論
に
移
行
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

か
く
て
成
立
し
た
新
し
い
叙
述
理
論
は
「
時
を
追
っ
て
の
変

化
」
で
あ
り
、

い
わ
ば
そ
れ
は
「
時
空
融
合
型
」
と
い
う
叙
述
形
態
で
あ
り
ま
す
。
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八
、
歴
史
地
理
学
の
知
識
性
格
論
の
展
開

歴
史
地
理
学
の
最
近
の
動
向
と
し
て
第
三
番
羽
に
あ
げ
ま
オ
の
は
1

過
去
の
地
理
に
つ
い
て
の
知
識
性
格
論
が
展
開
し
は
じ
め
た
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
過
去
の
地
理
に
つ
い
て
性
格
の
異
な
る
知
識
の
領
域
が
三
つ
も
あ
る
こ
と
を
し
だ
い
に
強
く
自
覚
し
て
き
た
y
」と

，. J; ~ー

で
あ
り
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の

H
・
C
-
プ
レ
ン
ス
は
、
多
く
の
人
々
の
考
え
方
を
ま
と
め
て
こ
の
三
つ
の
知
識
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
区
別
し
ま
し
た
。

実
在
的
世
界
(
岡
市
同
一
喝
2
5
)
め
の
知
識

抽
象
的
世
界

(
k
r
Z
R
R件
当
日

E
)
の
知
識

知
覚
的
世
界

(
H
B
品
古
色
調
O
H
E
)

の
知
識

過
去
の
地
理
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
個
性
的
に
記
述
し
た
知
識
は
実
在
的
世
界
の
知
識
で
あ
り
ま
す
。
過
去
の
地
理
を
つ
く
っ
て
い
る

構
造
に
つ
い
て
モ
デ
ル
を
用
い
て
一
般
化
し
た
知
識
は
抽
象
的
世
界
の
知
識
で
あ
り
ま
す
。
過
去
の
地
理
を
そ
の
当
時
の
人
間
集
団
の
立

場
に
な
っ
て
、
れ
い
か
に
環
境
を
知
覚
し
て
こ
れ
を
評
価
し
、
こ
の
環
境
イ
メ
ー
ジ
を
き
そ
に
し
て
意
志
決
定
を
七
、
空
間
的
行
動
を
行
勺

っ
て
景
観
・
地
域
を
つ
く
り
あ
げ
た
か
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
知
覚
的
世
界
の
知
識
と
な
り
ま
す
。

実
在
的
世
界
の
知
識
は
伝
統
的
な
近
代
歴
史
地
理
学
の
知
識
で
あ
り
ま
す
。

ζ

れ
に
対
し
て
、
最
近
に
な
っ
て
新
し
い
別
の
性
格
を
持

っ
た
知
識
が
二
つ
も
発
達
し
て
い
ま
す
。
一
は
計
量
分
析
法
が
発
達
し
て
抽
象
的
世
界
の
知
識
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
は
行
動
的
環

境
論
が
発
達
し
て
知
覚
的
世
界
の
知
識
が
開
発
さ
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
か
よ
う
に
過
去
の
地
理
に
つ
い
て
、
三
つ
の
異
な
る
性
格
の
知
識

が
鼎
立
し
て
い
ま
す
。
一
か
よ
う
な
状
況
は
、
歴
史
地
理
学
の
発
達
史
に
お
い
て
、
第
二
回
目
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
第
二
回
目
で
あ
る
最



近
の
傾
向
は
、
第
一
回
目
の
単
な
る
復
活
で
は
た
く
、
そ
こ
に
は
新
し
い
発
展
と
研
究
者
の
自
覚
が
強
く
見
ら
れ
ま
す
。

第
一
回
目
の
三
つ
の
知
識
性
格
論
が
鼎
立
し
た
時
期
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
期
は
十
元
世
紀
末
か
ら
二
十
世

紀
二
十
年
代
ま
で
で
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
近
代
地
理
学
の
確
立
期
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
の
は
じ
め
に
カ
ン
ト
地
理
学
か
ら
ア
レ

キ
サ
ン
ダ

1
・
フ
ン
ボ
ル
ト
や
カ
l
ル
・
リ
ッ
タ
ー
な
ど
を
へ
て
、

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ツ
ツ
ェ
ル
・

E
・
c・セ
γ
プ
ル
や
ハ
ン
チ
ン

ト
ン
や
グ
リ
ッ
プ
ス
・
テ
ー
ラ
ー
な
ど
の
活
躍
期
ま
で
ふ
く
め
ま
す
。
歴
史
地
理
学
が
成
立
し
て
し
だ
い
に
自
然
科
学
化
が
強
ま
り
、
環

境
決
定
論
が
確
立
し
て
、
歴
史
地
理
学
の
法
則
定
立
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
く
時
期
で
あ
り
ま
す
。

フ
ン
ボ
ル
ト
は
宇
宙
に
お
い
て
調
和
的
統
一
の
原
理
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
信
じ
、

い
か
な
る
僻
限
の
土
地
に
も
こ
の
原
理
が
反
映

し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
リ
ッ
タ
ー
は
人
間
と
環
境
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
法
則
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
1

こ
れ
を

徐
々
に
建
設
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
時
代
思
想
が
浪
漫
主
義
か
ら
機
械
論
的
唯
物
論
主
義
に
移
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
歴
史
地
理
学
の

歴史地理学における最近の動向

自
然
科
学
化
が
強
ま
り
、
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
・
セ
ン
。
フ
ル
・
テ
ー
ラ
ー
-
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
た
ち
は
粗
雑
な
歴
史
地
理
学
の
法
則
を
提
出
し
は
じ

め
ま
し
た
。
歴
史
学
に
お
い
て
も
、
バ
ッ
ク
ル
の
「
英
国
文
明
史
」
の
よ
う
な
自
然
科
学
的
な
法
則
と
規
則
性
を
歴
史
的
事
実
に
p

追
求
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
不
完
全
な
が
ら
も
法
則
定
立
を
求
め
、
自
然
科
学
化
を
た
ど
り
、
抽
象
的
世
界
の
知
識
の
生
産
を
促
進
じ

て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
l

こ
の
歴
史
地
理
学
の
自
然
科
学
化
に
対
し
て
、
二
十
世
紀
初
期
に
、

ヘ
ッ
ト
ナ
l
は
方
法
論
の
独
立
宣
言
を
行
い
、
文
化
科
学
的
な
、

個
性
記
述
の
歴
史
地
理
学
を
確
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
地
理
学
の
復
活
で
あ
り
ま
す
6

内
ッ
ト
ナ
ー
が
就
任
し
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

グ
大
学
は
、
ピ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
や
リ
ッ
カ
ー
ト
な
ど
の
新
カ
ン
ト
主
義
の
哲
学
の
論
陣
を
展
開
し
て
き
た
牙
城
で
あ
り
ま
し
た
。
彼
等
は

39 

西
南
ド
イ
ツ
学
、
派
と
よ
ば
れ
、
諾
科
学
の
自
然
科
学
化
の
傾
向
に
対
し
て
、
自
然
科
学
に
対
す
る
文
化
科
学
と
じ
て
、
法
則
定
立
の
科
学



に
対
す
る
個
性
記
述
の
科
学
と
し
て
、
抽
象
的
科
学
に
対
す
る
具
体
的
科
学
と
し
て
、
分
析
的
科
学
に
対
す
る
統
合
的
科
学
と
し
て
の
科

40 

学
の
方
法
論
の
独
立
を
宣
言
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
も
個
性
記
述
の
歴
史
地
理
学

を
建
設
し
ま
し
た
。
か
く
て
歴
史
地
理
学
の
知
識
の
性
格
は
実
在
的
世
界
の
知
識
と
な
り
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
歴
史
地
理
学
が
日
本
の

み
な
ら
ず
各
国
に
も
普
及
し
、
個
性
記
述
の
歴
史
学
と
と
も
に
、

し
だ
い
に
勢
力
を
拡
大
し
は
じ
め
て
、
や
が
て
は
法
則
定
立
の
歴
史
地

理
学
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
歴
史
地
理
学
の
知
識
性
格
論
は
こ
の
両
者
の
対
立
だ
け
で
は
終
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
知
識
と
は
異
な
る
第
三

の
知
識
領
域
が
開
拓
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

I
パ
ー
や
ウ
ェ
ル
ナ
l
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
や
C
・O
サ
ワ

l
や
ラ
ル
フ
・
ブ
ラ
ウ

ン
な
ど
を
先
頭
と
す
る
社
会
学
・
経
済
学
・
文
化
地
理
学
・
歴
史
地
理
学
の
人
々
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
知
識
の
性
格
は
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

ー
パ
ー
は
こ
れ
を
誇
っ
て
、
西
南
学
派
の
新
カ
ン
ト
主
義
者
達
の
知
ら
ざ
る
知
識
領
域
で
あ
る
と
さ
え
自
讃
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
理

解
社
会
学
や
理
解
経
済
学
や
理
解
歴
史
地
理
学
と
も
よ
ば
れ
る
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
、
法
則
定
立
か
個
性
記
述
か
の
一
面
的
な
強
調
に

偏
す
る
こ
と
は
な
く
、
他
者
理
解
と
い
う
理
解
的
方
法
か
ら
み
き
び
き
だ
さ
れ
る
理
解
的
知
識
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
理
解
的
知
識
は
、
当

時
流
行
し
た
デ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
な
ど
を
き
そ
に
お
い
て
い
ま
す
。
か
く
て
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
二
十
年
代
に
お
け
る
知
識
性
格

論
は
、
法
則
定
立
的
知
識
と
個
性
記
述
的
知
識
と
理
解
的
知
識
の
三
つ
の
異
質
的
な
る
性
格
の
知
識
が
鼎
立
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
日
は
第
二
回
目
の
知
識
性
格
論
が
歴
史
地
理
学
に
自
覚
さ
れ
て
新
し
い
展
開
を
し
て
い
ま
す
。
伝
統
的
歴
史
地
理
学
と
い
え
ば
、
J、、

ッ
ト
ナ
l
が
主
張
し
た
実
在
的
世
界
の
個
性
記
述
の
歴
史
地
理
学
が
な
が
い
期
間
に
わ
た
っ
て
主
流
と
な
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
過
去
の
地
理
に
つ
い
て
個
性
記
述
の
み
で
は
、
事
象
の
個
性
的
側
面
の
み
を
強
調
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
科
学
の
よ
う

な
法
則
定
立
は
で
き
な
い
の
で
、
歴
史
地
理
学
は
科
学
体
系
と
し
て
は
充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
モ
デ
ル
と
計
量
分
析
法



を
用
い
て
、
抽
象
的
世
界
の
知
識
を
拡
大
し
て
地
理
的
法
則
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
抽
象
的
世
界
の
知
識
は
事
象

の
個
性
的
側
面
を
明
ら
か
に
な
し
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
行
動
的
環
境
論
を
開
発
し
て
、
理
解
的
知
識
を
環
境
心
理
学
や
行
動
科

学
を
き
そ
と
し
て
知
覚
的
知
識
を
再
開
発
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
計
量
分
析
法
は
歴
史
地
理
学
に
お
い

て
使
用
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
個
性
記
述
に
も
っ
と
も
徹
底
し
て
き
た
歴
史
学
に
お
い
て
も
数
量
経
済
史
学
と
し
て
発
達
し
て

い
ま
す
。
ま
た
行
動
的
環
境
論
は
歴
史
地
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
考
古
学
・
民
俗
学
・
人
類
学
・
社
会
学
・
心
理
学
な
ど
の
多
く
の
科
学
の

基
礎
理
論
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
学
際
的
に
共
通
な
方
法
論
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
か

く
て
、
現
代
歴
史
地
理
学
は
第
二
回
目
の
知
識
性
格
論
の
三
者
鼎
立
す
る
百
花
斎
放
の
中
に
そ
の
華
や
か
さ
を
競
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
簡
単
な
が
ら
三
つ
の
知
識
の
性
格
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

歴史地理学における最近の動向

九
、
実
在
的
世
界
の
知
識
の
性
格

こ
れ
は
伝
統
的
な
近
代
歴
史
地
理
学
の
知
識
の
性
格
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
知
識
性
格
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す。
一
、
過
去
の
地
理
に
つ
い
て
の
具
体
的
・
個
性
的
な
知
識
で
あ
り
ま
す
。

ヘ
ッ
ト
ナ
ー
や
ハ

l
ツ
ホ

l
ン
や
ダ
l
ビ
ィ
は
、
個
性
的
な

絶
対
的
位
置
を
し
め
て
い
る
空
間
の
中
に
、
諸
事
象
を
統
合
し
て
で
き
る
地
域
性
・
地
域
差
を
生
産
し
ま
す
。
こ
の
絶
対
空
聞
を
き
そ
と

し
て
い
る
時
の
断
面
上
の
過
去
の
地
理
を
因
果
的
、
機
能
的
に
説
明
し
た
り
、
あ
る
い
は
発
生
論
的
に
説
明
し
た
り
し
て
い
る
知
識
で
あ

り
ま
す
。
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一
一
、
こ
の
絶
対
的
空
間
の
個
性
は
、
ど
の
時
代
に
ど
こ
に
、

か
よ
う
な
形
態
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
外
部
か
ら
観
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察
さ
れ
た
事
実
的
知
識
で
あ
り
、
外
部
か
ら
存
在
し
て
い
る
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
知
識
で
あ
り
ま
す
0
4

条
里
制
の
土
地
割
が
こ
の
よ
う

な
存
在
し
て
い
た
と
か
、
城
下
町
は
か
よ
う
な
形
態
で
存
在
し
て
い
た
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
当
時
の
人
間
集
団
が
地
表
空
聞
を

い
か
に
評
価
し
て
意
志
決
定
し
て
空
間
的
行
動
を
行
い
、
こ
の
景
観
地
域
を
形
成
し
た
か
と
い
う
当
時
の
人
間
集
団
か
ら
内
面
的
観
察
し

た
知
識
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

三
、
過
去
の
景
観
・
地
域
に
つ
い
て
、
そ
の
本
質
の
個
性
的
側
面
を
と
ら
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
事
象
が

持
っ
て
い
る
共
通
性
的
側
面
の
知
識
を
抽
出
す
る
こ
と
に
努
力
が
欠
け
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
二
般
化
・
理
論
化
・
法
則
化
ず
る
こ
と
に
は

自
覚
が
欠
け
て
い
ま
す
。
た
か
だ
か
類
型
的
段
階
に
と
ど
ま
り
、
地
表
分
類
学
に
停
滞
し
、
帰
納
法
の
限
界
を
露
出
し
て
い
ま
す
。
類
型

い
ず
れ
は
個
性
的
方
向
か
一
般
的
方
向
か
に
変
質
し
て
い
く
中
間
性
の
知
識
で
あ
り

は
動
造
的
な
段
階
に
位
置
を
し
め
る
も
の
で
あ
り
、

ま
す
。
も
し
近
代
歴
史
地
理
学
が
個
性
記
述
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
地
表
に
お
け
る
無
限
に
あ
る
べ
き
個
々
の
空
間
の
個
性

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
い
か
ほ
ど
の
時
聞
を
か
け
た
ら
こ
の
地
表
分
類
学
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
こ
の
個
性
的
空

間
の
将
、
来
を
予
測
す
る
こ
と
を
、
何
時
に
な
っ
た
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
な
ど
一
に
つ
い
て
ぺ
わ
れ
わ
れ
は
思
い
を

致
す
ζ

と
も
で
き
ま
せ
ん
。

一
O
、
抽
象
的
世
界
の
知
識
の
性
格

抽
象
的
世
界
の
知
識
の
性
格
は
、
右
に
ふ
っ
た
「
時
計
の
ふ
り
こ
」
を
左
記
振
り
す
ぎ
た
感
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
知
識
の
性
格
は
次
の

通
り
で
あ
り
ま
す
。

一、

Z
2
0
2仏
Z
0
4『
の
空
聞
か
ら

B
O仏
己
ず
邑
E
E
m
を
し
て
、
現
実
的
・
具
体
的
日
知
識
を
と
り
さ
り
、
理
論
化
を
し
て
法
則



定
立
ま
で
お
し
進
め
た
知
識
で
あ
り
ま
す
。
も
は
や
絶
対
空
聞
が
持
つ
個
性
的
・
絶
対
的
位
置
と
掠
無
関
係
で
あ
り
ま
す
。

二
、
地
表
空
聞
を
構
成
し
て
い
る
諸
事
象
と
そ
の
結
合
関
係
か
ら
な
る
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
抽
象
的
知
識
で
あ
り
ま
す
。
あ
た

か
も
皮
も
血
も
肉
も
な
い
骨
組
だ
け
の
知
識
で
あ
り
ま
す
。
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
地
域
性
・
地
域
差
と
か
具
体
的
に
自
に
見
え
る
景
観

の
個
性
を
と
く
に
重
視
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
の
ズ
レ
ま
た
は
偏
侍
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

三
、
過
去
の
地
理
的
事
象
に
つ
い
て
、
質
的
な
面
を
顧
り
み
な
い
で
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
量
的
な
数
値
に
事
象
を
整
理
し
て
、
こ
れ
を

歴史地理学における最近の動向

数
学
的
な
函
数
関
係
に
表
現
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
抽
象
的
知
識
は
過
去
の
地
理
的
事
象
の
本
質
を
と
ら
え
る
こ
と
を
放
棄
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。
い
や
本
質
の
う
ち
の
一
般
性
的
側
面
の
み
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
か
わ
り
に
過
去
の
地
理
の
諸
事
象
の
プ
ロ

セ
ス
を
重
視
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
事
象
を
つ
ら
ぬ
く
法
則
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

四
、
か
く
て
歴
史
地
理
学
は
伝
統
的
に
世
界
に
お
け
る
「
さ
ま
ざ
ま
の
土
地
と
さ
ま
ざ
ま
の
人
々
」
を
考
え
て
き
た
実
在
的
世
界
に
挟

別
し
去
し
た
。
実
在
的
世
界
は
さ
ま
ざ
ま
の
文
化
を
も
っ
た
諸
民
族
が
そ
の
居
住
地
に
さ
ま
ざ
ま
の
個
性
的
な
空
間
左
多
様
に
形
成
し
て

い
る
事
実
を
無
視
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
世
界
の
地
表
面
を
す
べ
す
べ
し
た
象
牙
製
の
撞
球
の
球
の
よ
う
な
等
質
な
世

ヘ
ッ
ト
ナ

l
の
名
著
「
地
理
学
、
そ
の
歴
史
、
そ
の
本
質
、
そ
の
方
法
」
の
言
を
借
り

界
で
あ
る
と
仮
定
し
て
い
る
知
識
一
で
あ
り
ま
す
。

て
い
え
ば
、
「
姿
態
も
色
彩
も
、
多
種
多
様
な
現
実
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿

l
そ
れ
故
に
い
き
い
き
と
し
た
様
の
風
格
を
具
え
て
い
る
が
i
こ

の
表
現
は
天
才
グ
i
テ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
他
面
に
は
単
調
な
色
彩
で
あ
っ
て
、
形
態
の
変
化
も
す
く
な
く
、
前
者

よ
り
も
単
調
で
あ
り
、
抽
象
化
さ
れ
、
模
式
化
さ
れ
た
第
二
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
姿
は
、
そ
れ
が
故
に
一
層
見
や
す
く
明
ら
か
で

合
理
的
に
区
別
さ
れ
、
精
確
性
を
帯
び
て
い
る
が
、
ー
レ
ツ
シ
ン
グ
に
よ
れ
ば
1

そ
れ
は
味
け
な
き
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
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ま
す
。
抽
象
的
な
世
界
の
知
識
は
、
文
学
的
表
現
で
は
あ
る
が
、
世
界
を
あ
じ
け
な
く
表
現
し
て
、
自
然
科
学
的
世
界
観
を
も
っ
て
見
直



す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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一
一
、
知
視
的
世
界
の
知
識
の
性
格

最
後
に
、
知
覚
的
世
界
の
知
識
の
性
格
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
は
行
動
的
環
境
論
と
か
知
覚
的
環
境
論
と
い
わ
れ
る
本
質
理

論
か
ら
生
産
さ
れ
る
知
識
の
性
格
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
先
駆
と
し
て
「
理
解
的
知
識
」
が
先
導
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
多
く

の
人
々
が
力
強
く
開
発
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
知
識
性
格
で
あ
り
ま
す
。

一
、
知
覚
的
世
界
の
知
識
は
絶
対
空
間
の
知
識
で
は
な
く
、
相
対
空
間
の
知
識
で
あ
り
ま
す
。
実
在
的
世
界
の
地
理
的
環
境
に
対
し

て
、
ど
の
人
間
集
団
も
独
特
の
文
化
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
て
、
現
実
か
ら
そ
の
文
化
集
団
の
立
場
か
ら
選
択
し
て
知
覚
し
て
経
験

し
、
か
く
て
そ
の
文
化
集
団
の
独
特
の
環
境
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
絶
対
空
聞
か
ら
と
り
だ
し
た
知
覚
的
空
間
と
し
、
そ
の
中
で

文
化
集
団
は
意
志
決
定
し
て
空
間
的
行
動
を
し
、
地
域
・
景
観
を
つ
く
り
だ
す
空
間
過
程
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
絶
対
空
間

に
対
す
る
相
対
空
間
の
知
識
、
ま
た
は
地
理
的
環
境
に
対
す
る
知
覚
的
環
境
、
ま
た
は
行
動
的
環
境
と
い
わ
れ
る
知
識
で
あ
り
ま
す
。

二
、
知
覚
的
世
界
の
知
識
は
、
過
去
の
地
理
を
外
部
的
観
察
す
る
の
み
で
な
く
、
内
部
的
観
察
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
知
識
で
あ
り
ま

す
。
知
覚
的
知
識
は
l
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
言
わ
し
め
ば
|
楽
屋
裏
か
ら
芝
居
を
見
て
い
る
l
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
過
去
の
地
理
を
こ

れ
を
形
成
し
た
文
化
集
団
の
意
志
決
定
や
空
間
行
動
を
内
部
か
ら
観
察
し
て
い
く
知
識
で
あ
り
ま
す
。
過
去
の
地
理
を
そ
の
当
時
の
人
々

の
立
場
に
な
っ
て
当
時
の
人
々
の
環
境
評
価
を
、
現
在
の
私
た
ち
が
こ
れ
を
再
発
見
し
よ
う
と
し
て
獲
得
し
た
知
識
で
あ
り
ま
す
。

三
、
知
覚
的
知
識
は
決
定
論
的
な
知
識
で
は
な
く
、
確
率
論
的
知
識
で
あ
り
ま
す
。
客
観
的
な
実
在
空
間
に
対
し
て
、
個
々
人
ご
と
に
、

ま
た
は
文
化
集
団
ご
と
に
独
特
の
文
化
フ
ィ
ル
タ
ー
を
持
っ
て
経
験
し
て
い
ま
す
か
ら
、
個
々
人
ご
と
に
、
ま
た
は
文
化
集
団
ご
と
に
、



そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン
タ
ル
マ
ッ
プ

(
環
境
イ
メ
ー
ジ
)
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
知
識
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
情
報
を
環
境

か
ら
完
全
に
獲
得
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
人
間
は
完
全
な
合
理
性
の
下
で
行
動
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
実
在
的
、
客
観
的
世
界
と
知

覚
的
世
界
と
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
は
さ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
か
よ
う
な
現
実
的
世
界
の
中
で
、
人
間
集
団
が
活
動
す
る
と
き
に
は
、

つ
ね
に

不
確
実
性
の
中
で
意
志
決
定
を
し
て
行
動
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
経
済
学
の
ゲ
0
5
0
2
0ロO
宮山口

g
(経
済
人
)

の
よ
う
な
あ

ら
ゆ
る
現
在
の
情
報
を
正
確
に
獲
得
し
て
、
将
来
を
神
の
如
く
に
見
透
し
を
持
っ
て
、

こ
れ
ら
を
基
礎
に
し
て
ま
っ
た
く
合
理
的
に
行

動
す
る
人
間
集
団
や
個
々
人
は
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
経
済
学
の
法
則
・
理
論
は
現
実
離
れ
を
し
て
い
る
の
は
、

か
よ
う
な
人
間
観
を
持

っ
て
組
立
て
ら
れ
た
科
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
科
学
・
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、

か
よ
う
な
決
定
論
的
な
性

格
が
強
い
知
識
を
生
産
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
確
率
論
的
知
識
を
生
産
し
て
い
く
こ
と
が
正
し

い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

歴史地理学における最近の動向

四
、
知
覚
的
知
識
は
現
実
が
理
論
を
テ
ス
ト
す
る
の
で
は
な
く
、
理
論
が
現
実
を
テ
ス
ト
す
る
知
識
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
二
十
世
紀

の
は
じ
め
ご
ろ
、
ウ
ェ
ル
ナ
l

・
ゾ
ン
バ
ル
ト
が
提
案
し
た
「
合
理
的
図
式
」
と
か
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

1
パ
ー
が
提
案
し
た
「
理
念
型
」

な
ど
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
現
実
を
研
究
す
る
た
め
の
調
査
目
録
で
あ
り
ま
し
た
。
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
も
、

C
・
O
-
サ
ワ
ー
や

ラ
ル
フ
・
プ
ラ
ウ

γ
の
よ
う
に
過
去
の
特
定
の
文
化
集
団
が
そ
の
文
化
フ
ィ
ル
タ
ー
を
持
っ
て
行
動
的
環
境
を
形
成
す
る
と
主
張
し
た
思

考
操
作
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
抽
象
的
世
界
の
モ
デ
ル
は
現
実
を
研
究
し
た
結
果
で
あ
り
ま
す
が
、
理
念
型
や
合
理
的
図
式
や
文
化

フ
ィ
ル
タ
ー
は
、
現
実
を
研
究
す
る
た
め
の
準
備
で
あ
り
、
研
究
の
出
発
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
思
考
操
作
に
よ
っ
て
、
現
代
歴
史

地
理
学
の
知
覚
的
世
界
の
知
識
は
、
対
象
と
す
る
過
去
の
地
理
の
個
性
的
側
面
も
普
遍
的
側
面
も
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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五
、
知
覚
的
知
識
は
集
団
的
性
格
・
集
団
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
重
視
す
る
知
識
で
あ
り
ま
す
。
も
は
や
経
済
学
の
経
済
人
の
よ
う
な
超
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人
間
像
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
期
に
か
け
て
、
古
典
的
環
境
論
が
本
質
理
論
と

じ
て
流
行
し
た
時
期
に
集
団
性
格
を
重
視
し
た
こ
と
を
思
い
だ
さ
れ
ま
す
。
環
境
決
定
論
で
は
環
境
が
集
団
性
格
を
形
成
し
ま
し
た
。
環

境
可
能
論
は
生
活
様
式
を
持
つ
人
間
集
団
を
前
提
に
お
い
て
研
究
し
ま
し
た
。
し
か
し
地
域
論
を
本
質
理
論
と
す
る
時
期
に
な
る
と
、
歴

史
地
理
学
は
集
団
性
格
の
問
題
を
避
け
て
通
り
ま
し
た
。
し
か
し
景
観
論
を
本
質
理
論
と
す
れ
ば
文
化
力
が
景
観
を
形
成
す
る
か
ら
]
集

団
性
格
を
重
視
し
、
さ
ら
に
社
会
地
理
学
に
発
達
す
る
と
人
間
集
団
を
前
面
に
お
し
だ
し
て
き
ま
し
た
。
現
代
歴
史
地
理
学
に
お
い
て

は
、
「
空
間
的
組
織
論
に

L
て
も
行
動
的
環
境
論
に
し
て
も
、
人
間
集
団
の
性
格
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
集
団
性
格
の

概
念
と
じ
之
、
最
適
者
と
満
足
者
の
概
念
、
必
然
者
に
対
し
て
確
率
者
の
概
念
、
あ
る
い
は
個
々
人
ス
ケ
ー
ル
と
総
括
的
集
団
ス
ケ
ー
ル

な
ど
の
人
間
集
団
概
念
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
実
と
未
来
は
不
確
実
性
の
世
界
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
中
で

空
間
行
動
を
い
か
に
す
べ
き
か
と
意
志
決
定
者
の
概
念
と
理
論
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
集
団
性
格
と
個
人
性
格
と
の
関
係
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
一
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

行
動
的
環
境
論
に
お
い
て
は
、
集
団
の
文
化
フ
ィ
ル
タ
ー
が
異
な
る
か
ら
、
絶
対
空
間
の
地
理
的
環
境
が
同
じ
で
も
、
集
団
が
異
な
れ

ば
、
そ
れ
に
対
し
て
集
団
ご
と
に
異
な
る
環
境
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
、
異
な
る
行
動
的
環
境
が
成
立
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
一

の
文
化
集
団
に
属
し
て
い
て
も
個
々
の
性
格
は
個
性
的
な
側
面
が
強
く
表
現
さ
れ
ま
す
が
、
同
干
文
化
に
属
す
る
か
ぎ
り
は
多
数
の
個
々

入
の
性
格
も
行
動
に
も
共
通
性
が
あ
る
こ
と
は
、
他
の
文
化
集
団
に
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
に
と
ら
え
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
集

固
が
持
つ
文
化
を
個
々
人
が
学
習
す
る
か
ら
で
あ
り
、
社
会
抱
束
に
強
制
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
集
団
行
動
は

慣
行
軌
道
を
守
り
、
安
定
化
し
た
行
動
を
好
み
ま
す
。
こ
れ
に
対
じ
て
個
々
人
の
行
動
は
創
造
力
や
社
会
抱
束
に
反
す
る
行
動
も
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
個
々
人
の
行
動
は
集
団
文
化
の
進
歩
・
発
達
の
原
動
力
と
な
り
ま
す
。



六
、
知
覚
的
知
識
の
法
則
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
行
動
や
集
団
的
行
動
に
も
発
見
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
法
則
と
い
う
用
語
に
つ
い
て

科
学
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
定
義
が
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
物
理
学
の
よ
う
に
例
外
を
絶
対
に
認
め
な
い
よ
う
な

演
稗
的
法
則
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
対
極
に
立
つ
確
率
的
法
則
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
ど
の
科
学
に
お
い
て
も
、
そ
の
領
域
内
の
さ
ま
ざ
ま

の
事
象
に
み
い
だ
さ
れ
る
共
通
性
を
法
則
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
集
団
的
事
象
の
平
均
化
し
た
傾
向
を
法
則
と
も
い
い
ま
す
。

こ
れ
は
統
計
法
則
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
行
動
科
学
が
興
っ
て
き
ま
す
と
、
人
間
集
団
の
平
均
的
行
動
を
行
動
科
学
的
法
則
と
い
い
ま
す
。

人
間
集
団
の
中
の
個
々
人
の
行
動
の
例
外
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
法
則
と
い
い
う
る
に
は
、
ど
こ
ま
で
こ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
こ
れ
以
上
の
例
外
が
あ
れ
ば
法
則
で
は
な
い
と
い
う
限
界
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
代
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
、
集
団
性
格
が
重
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
則
は
行
動
科
学
的
法
則
で
あ
り
、
決
定
論
的
な
、
例
外
を

認
め
な
い
法
則
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
動
科
学
的
法
則
と
は
集
団
行
動
の
平
均
化
し
た
傾
向
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
法
則
は
必
然
的
に
人
間

歴史地理学における最近の動向

集
団
に
対
L
て
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
行
動
に
規
制
す
る
よ
う
な
命
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
動
科
学
的
法
則
は
人
間
集
団
の
行
動
の
し

か
た
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
命
題
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
行
動
科
学
的
法
則
は
既
知
の
事
象
や
既
知
の
行
動
か
ら
、
未
来
の
事
象
や
未
知
の

事
象
を
予
測
す
る
命
題
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
、
法
則
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
法
則
の
概
念
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
わ
リ
ま
す
。

一
二
、
終
り
に
あ
た
っ
て

こ
の
講
演
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
も
は
や
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
時
間
の
都
合
か
ら
、
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
諸
問
題
が
多
く
、
主
な

4字

も
の
の
い
ぐ
っ
か
を
申
し
上
げ
た
に
す
、
ぎ
ま
せ
ん
。
と
く
に
最
近
の
歴
史
地
理
学
の
動
向
を
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
]
「
未
来
の
歴
史
v

地
理
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学
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
割
愛
せ
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。

私
の
講
演
は
具
体
例
に
と
ぽ
し
く
、
概
念
的
に
終
り
、
御
理
解
に
苦
し
む
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
代
歴
史
地
理
学
の
発
展

の
た
め
に
は
、
実
在
的
世
界
の
知
識
と
い
い
、
抽
象
的
世
界
の
知
識
と
い
い
、
知
覚
的
世
界
の
知
識
と
い
い
、
こ
れ
ら
は
相
排
斥
し
あ
う

も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
自
覚
し
て
区
別
し
な
が
ら
、
適
切
に
利
用
し
て
過
去
の
地
理
を
よ
り
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
に
協
力
で
き
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

か
く
て
現
代
歴
史
地
理
学
は
未
知
の
知
識
の
大
陸
、
テ
ラ
・
イ
ン
コ
ギ
ニ
タ
を
発
見
し
、
新
た
な
る
研
究
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
爆
発
さ
せ
て

こ
れ
を
開
発
・
探
検
に
前
進
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
御
静
聴
を
あ
り
が
た
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。




