
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
序
説

安

喜

憲

田

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

て
生
態
史
の
視
点

「
科
学
に
関
す
る
新
し
い
理
論
が
生
ま
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
新
し
い
理
論
を
触
発
す
る
だ
け
の
社
会
的
、
精
神
的
事
情
が
あ
る
o
」
偉
大

な
科
学
者
の
生
き
た
時
代
と
そ
の
業
績
は
、
こ
の
格
言
を
裏
付
け
て
い
る
。

「
西
洋
の
没
落
」
を
論
じ
、
新
し
い
文
明
論
を
世
に
問
う
た
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
l
(

。・ω宮
口
也
市
円
)
の
場
合
も
こ
の
例
外
で
は
な
い
。
ジ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
が
生
き
た
二

O
世
紀
初
頭
は
、
人
類
史
に
お
け
る
一
つ
の
歴
史
的
転
換
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
い
つ
ぐ
世
界
大
戦
の
勃

発
で
示
さ
れ
る
。
「
一
九
一
一
年
、
わ
た
し
は
、
現
代
の
い
く
つ
か
の
政
治
現
象
と
そ
れ
ら
が
将
来
に
ど
う
な
る
か
と
い
う
結
末
に
つ
い

て
、
よ
り
広
い
地
平
で
考
察
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
。
歴
史
的
危
機
が
、
も
う
世
界
大
戦
と
い
う
外
的
な
か
た
ち
を
と
っ
て
こ
ず
に
は

お
か
ず
、
そ
れ
も
間
近
に
せ
ま
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
大
戦
を
ば
、
過
去
何
百
年
の
精
神
状
況
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
」
ハ
1
〉

と
彼
は
記
し
て
い
る
。
大
戦
の
嵐
が
く
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
破
局
は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
と
、

シ

79 

ュ
ペ
ン
グ
一
フ
l
は
自
問
し
た
。
現
代
は
ど
う
い
う
転
換
期
な
の
か
、
数
百
年
こ
の
か
た
定
ま
っ
て
い
た
の
は
何
な
の
か
。
現
代
の
次
に
来
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る
の
は
何
な
の
か
。
そ
れ
に
答
え
る
に
は
、
数
百
年
の
西
洋
文
明
の
精
神
全
体
の
歴
史
的
過
程
を
た
ど
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
歴

史
的
過
程
の
全
体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
、
彼
は
「
世
界
大
戦
は
歴
史
的
転
換
期
の
一
類
型
な
の
で
あ
り
、
こ
の
転
換
期
は
(
西
洋
と
い

う
)
巨
大
な
組
織
体
の
中
に
、
数
百
年
こ
の
か
た
伝
統
的
に
予
定
さ
れ
て
い
た
」
ハ
ろ
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
彼
は
卓
越
し
た
歴
史
家

の
視
点
か
ら
、
自
ら
の
生
き
る
時
代
を
正
し
く
認
識
し
、
未
来
を
予
言
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
(
立
。

二
O
世
紀
初
頭
に
人
類
史
の
危
機
を
惹
起
せ
し
め
た
世
界
大
戦
は
、
人
間
社
会
相
互
の
争
い
か
ら
引
き
起
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
歴
史
的
転
換
期
に
直
面
し
て
、

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
l
の
如
き
歴
史
家
が
よ
ろ
し
く
活
躍
で
き
る
場
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
視
点
は

ま
た
、
二
十
一
の
文
明
の
盛
衰
か
ら
現
代
の
西
洋
文
明
の
盛
衰
を
論
じ
よ
う
と
し
た
ト
イ
ン
ピ

l

(
〉
・
寸
O
U
1

ロ
σ2)〈
ろ
に
も
受
け
つ
が

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
も
、
人
間
相
互
の
社
会
的
発
展
の
中
で
、
文
明
の
衰
退
と
発
展
を
論
じ
、
人
類
の
未
来
を
予
測
し
よ
う
と
す
る
基
本

理
念
が
貫
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

二
O
世
紀
後
半
の
今
日
、

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
没
し
て
五

O
年、

再
び
人
類
に
は
、

巨
大
な
危
機
感
が
押
し
よ
せ
て
い

る
。
し
か
も
、
そ
の
危
機
感
は
、
こ
れ
ま
で
人
類
が
幾
度
か
に
わ
た
っ
て
体
験
し
て
き
た
人
聞
社
会
相
互
の
争
い
か
ら
引
き
起
さ
れ
た
も

の
と
は
、
大
き
く
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
久
し
く
忘
れ
去
っ
て
い
た
人
類
の
生
存
基
盤
を
支
え
る
自
然
と
の
か
ね
合
い
の
中

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
環
境
問
題
で
あ
る
。
近
代
技
術
文
明
の
下
に
お
け
る
あ
く
な
き
自
然
破
壊
は
、

い
ま
や
人
類
の
生
活

の
根
元
を
脅
し
、
そ
の
未
来
に
大
き
な
不
安
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
新
た
な
性
質
の
歴
史
的
転
換
期
に
直
面
し
て
、
現
代
の
歴
史
家

は
な
す
術
を
知
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
自
然
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
無
知
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
二

O
世
紀
後
半
の
人
類
史
に
お
け
る

歴
史
的
転
換
期
を
正
し
く
理
解
し
、
未
来
を
予
測
す
る
た
め
に
は
、
人
類
史
の
み
な
ら
ず
自
然
史
に
も
深
い
造
詣
を
も
っ
て
、
過
去
か
ら

現
在
を
見
通
す
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
過
去
に
お
け
る
自
然
環
境
と
、
人
類
の
か
か
わ
り
合
い
の
歴
史
を
正
し
く
認
識
し
、
現
代
の
白



然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
姿
を
、
自
然
史
と
人
類
史
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
、
そ
し
て
未
来
を
予
測
す
る
の
で
あ
る
。
現
代

を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
ま
ず
過
去
に
帰
り
、
過
去
か
ら
現
在
を
見
通
す
中
で
、
現
在
を
正
し
く
位
置
づ
け
、
未
来
を
洞
察
す
る
と

い
う
歴
史
科
学
の
根
本
原
理
は
、
こ
こ
で
も
正
し
い
。

こ
う
し
た
歴
史
観
を
梅
樟
忠
夫
ハ
5
〉
に
な
ら
っ
て
生
態
史
観
の
名
の
下

筆
者
は
、

に
取
り
扱
い
た
い
。

科
学
の
果
た
す
役
割
は
、
現
代
社
会
の
内
的
矛
盾
と
無
関
係
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
も
ま
た
各
時
代
の
異
な
る
要
請
に
よ
っ
て

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

再
検
討
さ
れ
、
新
し
い
解
釈
が
求
め
ら
れ
る
官
〉

O

人
聞
社
会
相
互
の
争
い
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
危
機

か
つ
て
シ
ュ
ベ
ン
グ
ラ
ー
が
、

に
直
面
し
て
自
問
し
た
よ
う
に
、
二

O
世
紀
後
半
の
こ
の
危
機
に
直
面
し
た
、
我
々
は
、
真
に
人
類
の
未
来
に
つ
い
て
自
問
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
に
至
っ
て
い
る
。

二
、
動
態
的
環
境
論

自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
は
、
地
理
学
の
重
要
な
命
題
と
し
て
、

古
く
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

ラ
ッ
チ
ェ
ル
(
司
同
・

H
N
E
N巾
】

)

こ
れ
に
人
聞
を
適
応
さ
せ
る
視
点
、

ブ
ラ
l
シ
ュ
(
司
・
〈
正
巳
岳
山

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
、
環
境
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
、

-
同
切
目
白

n
r
m
)

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
、
人
聞
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、

環
境
改
変
者
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す
る
視
点

は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
と
ら
え
方
に
は
、
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
自
然
環
境
か
人
類
の
い
ず
れ
か
一
方
を
、
絶
対
的
な
も
の
固
定
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
近
年
、
こ
う

し
た
従
前
の
と
ら
え
方
に
対
し
、
新
し
い
方
向
が
芽
生
え
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
欧
米
で
は
ブ
ッ
ツ
ア

l

(
同
・
者
-FH同

N
2
)
?
)
の、

81 

わ
が
国
で
は
鈴
木
秀
夫
官
〉
の
研
究
の
中
に
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
立
場
で
は
、

自
然
環
境
も
人
類
も
、

と
も
に
変
化
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す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。
人
類
の
文
化
・
生
活
が
変
化
す
る
よ
う
に
、
人
類
が
出
現
し
て
か
ら
今
日
ま
で
、
人
類
を
取
り
巻
く
自
然

環
境
も
変
化
し
て
き
た
。
こ
の
視
点
の
下
で
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
、
あ
る
い
は
両
方
が
変
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
か

か
わ
り
あ
い
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
姿
を
も
っ
と
も
リ
ア
ル
に
と
ら
え
ら
れ
る
の

は
、
そ
れ
ら
が
静
止
し
て
い
る
状
態
で
は
な
く
、
動
的
に
変
化
し
て
い
る
過
程
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
の
姿

の
中
に
こ
そ
、
逆
に
恒
常
的
・
不
変
の
も
の
を
探
し
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
界
の
方
則
性
を
も
っ
と
も
よ
く
知
り
得
る
の

は
、
静
止
し
た
安
定
な
状
態
よ
り
も
、
む
し
ろ
動
的
で
不
安
定
な
状
態
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
、
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
う

し
た
観
点
か
ら
、
二
、
三
の
研
究
成
呆
を
発
表
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
安
田
(
一
九
七
五
)
(
息
は
、
急
激
な
自
然
環
境
の
変
化
が
引
き
起

こ
さ
れ
た
時
代
と
し
て
、

一
万
年
前
の
気
候
変
化
と
、
そ
れ
に
伴
な
う
植
生
変
化
を
取
り
上
げ
、
こ
の
時
代
の
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か

わ
り
あ
い
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
安
田

(
一
九
七
七
)
(
印
〉
は
人
類
社
会
が
急
激
に
変
化
し
た
時
代
と
し
て
、

日
本
古
代
国
家
形
成
期
に
焦

点
を
あ
て
、
倭
国
の
大
乱
期
の
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
を
考
察
し
た
。

こ
う
し
た
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
が
劇
的
に
変
化
す
る
時
代
を
、
歴
史
的
転
換
期
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
視
点
の
下
で
の
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
は
、

お
の
ず
か
ら
二

O
世
紀
後
半
の
歴
史
的
転
換
期
を
、
人
類
史
と

自
然
史
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
、
未
来
を
洞
察
す
る
上
で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
ら
と
な
る
。
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ

り
あ
い
に
お
い
て
、
動
的
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
視
点
を
、
従
来
の
環
境
論
に
対
し
、
動
態
的
環
境
論
の
名
の
下
に
取
り
扱
い
た

L 、。
三
、
研
究
史
・
研
究
方
法
と
課
題



こ
こ
で
は
、
従
来
の
研
究
成
果
を
振
り
返
る
中
で
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
方
法
と
課
題
を
追
求
す
る
。

千
葉
徳
爾
臼
)
は
、

地
表
の
構
成
を
大
き
く
物
質
的
存
在
と
非
物
質
的
存
在
に
わ
け
、

さ
ら
に
物
質
的
存
在
を
無
機
的
存
在
と
有
機
的

存
在
に
、
非
物
質
的
存
在
を
時
間
と
空
間
に
区
分
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
千
葉
に
従
い
、
地
表
の
環
境
要
素
を
無
機
的
・
有
機
的
要
素
に

区
分
し
、
論
を
進
め
る
。

付

無
機
的
環
境
要
素
と
人
類
の
か
か
わ
り

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

地
形
変
化
・
海
面
変
化
と
人
類

景
観
構
成
要
素
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
も
っ
と
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
地
形
変
化
・
海
面

変
化
な
ど
の
無
機
的
要
素
と
人
類
の
か
か
わ
り
で
あ
ろ
う
。
東
木
竜
七
五
〉
の
関
東
の
貝
塚
分
布
の
研
究
以
来
、
遺
跡
の
立
地
と
地
形
と

の
関
係
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
遺
跡
の
平
面
的
立
地
論
の
域
を
出
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
沖
積
平
野
を
構
成
す
る
物
質
・
地
層
と
の
関
連
に
お
い
て
、
先
史
時
代
遺
跡
の
立
地
を
三
次
元
的
観
点
か

ら
取
り
上
げ
、
地
形
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
の
は
、

ま
た
、

こ
の
時
代
加
茂
遺
跡
Q
V

登
呂
遺
跡
白
)
の
研
究
で
あ
ろ
う
。

山
木
遺
跡

(5、
大
中
之
湖
遺
跡
白
〉
の
調
査
が
相
次
い
で
行
わ
れ
、

沖
積
平
野
に
埋
没
す
る
先
史
時
代
遺
跡
の
地
形
学
的
調
査
の
基
礎
が

形
づ
く
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
研
究
成
果
は
、
先
史
時
代
遺
跡
の
地
形
学
的
調
査
に
際
し
て
、
指
導
的
役
割
を
果
し
た
多
国
文
男
の
著
中
白
〉

に
結
集
さ
れ
て
い
る
。
井
関
弘
太
郎
自
)
は
東
海
地
方
の
遺
跡
の
調
査
を
中
心
と
し
て
、
完
新
世
後
半
の
地
形
変
化
・
海
面
変
化
と
人
類

の
か
か
わ
り
に
大
き
な
功
績
を
残
し
て
い
る
。
小
野
忠
撫
向
〉
は
本
州
西
端
部
の
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
自
ら
行
い
、
海
岸
部
の
地
形
環
境
の

変
遷
と
人
類
の
か
か
わ
り
を
解
明
し
た
。
ま
た
遺
跡
の
垂
直
遷
移
現
象
に
注
目
し
、
弥
生
時
代
の
高
地
性
集
落
の
立
地
の
研
究
に
大
き
な

功
績
を
残
し
て
い
る
翁
)
。
北
陸
の
海
岸
砂
丘
地
帯
に
つ
い
て
は
、
藤
則
雄
の
一
連
の
研
究
が
あ
る

(80
こ
の
他
、

完
新
世
後
半
の
海
岸

83 

低
地
に
立
地
す
る
遺
跡
の
地
形
環
境
の
研
究
と
し
て
、
千
種
遺
跡
ハ

g
・
常
呂
遺
跡
ハ
忽
・
古
照
遺
跡

a)な
ど
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
筆



84 

者
〈
お
〉
も
ま
た
、
阿
武
隈
川
下
流
域
・
伊
勢
湾
沿
岸
・
河
内
平
野
等
に
お
い
て
、
こ
の
時
代
の
地
形
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
を
考
察
し

た。
こ
の
よ
う
に
、
先
史
時
代
の
地
形
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
は
、

ま
ず
沖
積
平
野
に
埋
没
す
る
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
の

遺
跡
の
研
究
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

一
方
、
台
地
端
に
立
地
す
る
縄
文
時
代
遺
跡
か
ら
海
岸
線
の
変
化
を
復
原
す
る
研
究
は
、
そ
の
後
考
古
学
者
に
よ
っ
て
も
論
じ
ら
れ

た

av
海
岸
線
の
変
化
を
珪
藻
・
貝
類
組
成
な
ど
の
分
析
調
査
か
ら
復
原
す
る
試
み
も
行
わ
れ
、
関
東
平
野

(Z
・
大
阪
湾
沿
岸
(
ぎ
・
津

軽
平
野
島
)
な
ど
に
お
い
て
興
味
深
い
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
丘
陵
や
段
丘
上
に
立
地
す
る
旧
石
器
時
代
の
立
地
環
境
の
研
究
も
次
第
に
増
加
し
て
き
た
。

立
川
遺
跡

(g
・
樽
岸
遺
跡

au

-
丹
生
遺
跡
ハ
き
・
早
水
台
遺
跡

(g
・
星
野
遺
跡
〈

g
・
上
屋
地
遺
跡

a〉
等
に
お
い
て
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

旧
石
器
時

代
の
地
形
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
を
有
機
的
に
と
ら
え
た
研
究
は
い
ま
の
と
こ
ろ
み
ら
れ
な
い
。

」
う
し
た
先
史
時
代
の
遺
跡
周
辺
の
地
形
変
化
は
、

必
然
的
に
土
壌
条
件
の
変
化
を
伴
な
う
。

八
賀
晋
詰
)
の
奈
良
盆
地
に
お
け
る
土

壌
型
と
遺
跡
立
地
の
関
係
の
研
究
以
来
、
津
島
遺
跡
(
き
・
安
満
遺
跡
(
包
等
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
土
壌
学
的
考
察
も
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
遺
跡
の
土
壌
の
地
球
化
学
的
な
研
究
か
ら
地
形
環
境
の
変
化
を
究
明
す
る
こ
と
も
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

歴
史
時
代
の
地
形
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
西
村
嘉
助

auの
条
里
型
地
割
を
鍵
地
形
面
と
し
て
地
形
発
達
を
論
じ
た

研
究
、
桑
代
勲
詣
〉
の
草
戸
千
軒
遺
跡
の
研
究
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
歴
史
時
代
に
入
る
と
、
人
類
の
古
文
書
・
古
図
等
も
地
形
変
化
を
知

る
上
で
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
し
て
、
人
類
の
地
形
に
対
す
る
干
渉
の
程
度
が
大
き
く
な
る
。
平
野
部
の
人
為
的
地
形
改
変
に
つ

い
て
は
多
国
文
男
ハ
想
・
日
下
雅
義
司
)
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
山
地
・
丘
陵
部
の
人
為
的
地
形
改
変
に
つ
い
て
は
、
、
H

，・叶同
B
母
国
(
必
〉
の



研
究
が
あ
る
o
筆
者
(
想
も
ま
た
濃
尾
平
野
庄
内
川
デ
ル
タ
に
お
い
て
、
歴
史
時
代
の
地
形
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
を
考
察
し
た
。
今
後

は
山
地
・
丘
陵
部
の
人
為
的
改
変
が
、
平
野
部
の
地
形
環
境
の
変
化
に
い
か
な
る
関
連
を
持
っ
た
か
を
有
機
的
に
論
ず
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
研
究
は
、
遺
跡
の
層
序
・
古
文
書
・
古
図
な
ど
に
ボ
ー
リ
ン
グ
試
料
・
空
中
写
真
・
微
化
石
分
析
等
か
ら
得
た
資
料
を
加
え

て
、
地
形
変
化
・
海
面
変
化
を
明
ら
か
に
し
、
人
類
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
地
理
学
者
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
自
然

環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
研
究
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
た
の
は
、
大
半
が
こ
の
分
野
で
あ
る
。

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

気
候
変
化
と
人
類

気
候
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
を
史
的
に
論
じ
た
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
保
柳
睦
美
の
西
域
に
お
け
る
歴
史
地
理
学

三
十
年
以
上
も
前
に
出
版
さ
れ
た
『
北
支
・
蒙
古
の
地
理
』
(
也
に
は
、

「
北
支
那
平
野
の
生
成
」
・
「
黄
土
地
域

的
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。

の
過
去
の
森
林
と
消
滅
」
・
「
働
海
湾
の
旧
海
岸
線
」
・
「
農
業
開
発
と
土
壊
侵
蝕
」
・
「
気
候
変
化
と
年
輪
分
析
」
等
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
こ
そ
違
え
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
今
日
我
々
が
直
面
し
、

か
つ
い
ま
だ
未
解
決
の
問
題
ば
か
り
で
あ

西
域
の
歴
史
時
代
の
気
候
変
化
と
そ
れ
に
伴
な
う
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
地
帯
の
変
遷
の
研
究
詣
〉
は
、

る
。
な
か
で
も
、

西
域
と
い
う
ロ
マ
ン

に
満
ち
た
フ
ィ
ー
ル
ド
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
の
魅
力
を
十
分
に
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
わ
が
国
の
歴
史
時
代
の
気
候
変
化
に
つ
い
て
は
、

観
桜
の
古
記
録
(
哲
・
諏
訪
湖
の
御
神
渡
の
古
記
録
(
古
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て

き
た
。
山
本
武
夫
(
哲
は
、

A
-
D
一
八

O
O年
前
後
、

A
・
D
一
四

O
O年
初
頭
の
寒
冷
期
と
、

A
-
D
一二

O
O年
頃
の
温
暖
期
の

存
在
を
報
告
し
、
人
類
の
文
化
・
生
活
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は
人
類
に
よ
る
大
気
中
の
細
塵
・
炭
酸
ガ
ス
の
増

加
、
成
層
圏
の
汚
染
な
ど
気
候
変
化
に
及
ぼ
す
影
響
も
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
〈
想
。
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一方、

タ
イ
ム
ス
ケ
l
ル
の
よ
り
大
き
な
気
候
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
能
登
志
雄
の
気
候
順
応
の
研
究
翁
)
が
あ
る
。
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そ
の
骨
子
は
気
候
環
境
を
固
定
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
人
類
の
適
応
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
類
の
側
に
お
け
る
変
化
を

追
求
す
る
と
同
時
に
、
気
候
も
変
化
す
る
要
因
と
し
て
取
り
扱
う
必
要
性
を
述
べ
、
将
来
は
気
候
順
応
と
気
候
変
化
の
関
連
を
、

よ
り
確

実
な
論
拠
に
立
っ
て
、
検
討
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
気
候
順
応
と
気
候
変
化
の
関
連
を
動
態
的
に
論
述
し
た
の
は
、
鈴

常
に
風
土
の
変
化
を
伴
っ
て
お
り
、

木
秀
夫
の
『
超
越
者
と
風
土
』
(
巴
で
あ
る
。
「
歴
史
の
展
開
は
、

風
土
の
変
化
の
ま
っ
た
く
な
い
と

こ
ろ
に
そ
も
そ
も
人
聞
の
歴
史
的
発
展
が
あ
り
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
想
像
を
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
書
き
出

し
で
始
ま
る
こ
の
著
書
は
、
気
候
変
化
と
人
類
の
精
神
生
活
と
の
か
か
わ
り
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
そ
の
思
想
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
筆

者
も
ま
た
、
花
粉
分
析
の
結
果
を
中
心
と
し
て
、

干
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
代
の
気
候
の
激
変
白
)
を
明
ら
か
に
し
、

B
-
P
二
五

O
O年
頃
の
気
候
の
冷
涼
・
湿
潤
化

(g、
B
・
P

一0
0
0
0年
を
若

人
類
の
文
化
・
生
活
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
し
た
。

湿
潤
気
候
の
下
に
あ

る
わ
が
国
で
は
、
年
輪
分
析
は
必
ず
し
も
気
俣
変
化
を
復
原
す
る
に
際
し
て
有
効
な
手
法
と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
、
近
年
で
は
酸
素
同

位
体

G
)
・
地
球
化
学
的
手
法
岳
)
に
よ
る
研
究
成
果
も
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
い
将
来
に
は
よ
り
厳
密
な
観
点
か
ら
、

気
候
変
化

と
人
類
の
か
か
わ
り
が
史
的
に
考
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
気
候
変
化
を
示
す
降
水
量
の
変
化
・
気
温
・
湿
度
の
変
化
そ
の
も
の

を
、
何
の
媒
介
も
な
し
に
空
間
的
広
が
り
を
持
つ
可
視
的
景
観
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
の
た
め
い
き
お
い
引
き
起
こ

さ
れ
た
結
果
の
み
が
強
調
さ
れ
、
環
境
決
定
論
の
色
あ
い
の
濃
い
地
理
的
歴
史
学
の
様
相
を
お
び
や
す
い
。
筆
者
は
、
谷
岡
武
雄
の
「
地

理
的
歴
史
学
が
陥
り
易
い
誤
謬
は
、
歴
史
的
事
件
の
地
理
的
要
因
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
を
過
大
に
評
価
し
地
理
に
よ
っ
て
歴
史
を

解
釈
し
尽
く
そ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
か
る
《
不
遜
な
》
態
度
さ
え
捨
て
れ
ば
、

つ
ま
り
そ
の
目
的
が
歴
史
学
の
要
請
す
る

限
り
に
お
い
て
、
歴
史
に
関
係
あ
る
地
理
的
因
子
の
分
析
に
留
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
研
究
は
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
な

い
」
自
〉
と
い
う
一
文
を
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
。



。
有
機
的
環
境
要
素
と
人
類
の
か
か
わ
り

植
生
変
化
と
人
類

植
生
は
人
類
の
食
料
資
源
・
燃
料
・
肥
料
・
建
築
材
・
土
木
用
材
・
用
具
の
材
料
と
し
て
直
接
利
用
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
水
量
の
調
節
・
土
壌
の
保
全
・
動
物
の
生
息
地
・
気
候
の
代
弁
者
等
と
し
て
、
間
接
的
に
人
類
を
取
り
巻
く
生
態
系
を
決
定
し
、

人
類
に
は
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
湿
潤
気
候
の
下
に
あ
り
、
か
つ
稲
作
農
業
伝
播
以
降
低
湿
地
周
辺
に
人
々
が
居
住
し
た
わ
が

国
で
は
、
先
史
・
歴
史
時
代
の
遺
物
・
遺
構
が
低
湿
地
か
ら
発
見
さ
れ
る
確
率
が
高
い
。
こ
れ
ら
低
湿
地
遺
跡
で
は
、
土
器
・
木
器
な
ど

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

の
人
工
遺
物
の
保
存
が
よ
い
こ
と
と
同
時
に
、
遺
跡
が
営
ま
れ
た
当
時
の
有
機
的
環
境
要
素
を
復
原
す
る
手
が
か
り
が
豊
富
に
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
第
一
と
し
て
、
種
子
・
球
呆
・
葉
片
が
あ
げ
ら
れ
る
。
低
湿
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
種
子
や
球
果
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
注
目

さ
れ
て
い
た

G
〉
。
前
川
丈
夫
に
よ
っ
て
登
呂
遺
跡

(
8
・
加
茂
遺
跡

auの
研
究
が
行
な
わ
れ
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
種
子
・
球
果
の
研
究

の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。

こ
の
時
代
、

安
国
寺
遺
跡
ハ

ωγ
伊
場
遺
跡
ハ

g
-
山
木
遺
跡

(8
・
篠
束
遺
跡
ハ
釘
〉
な
ど
の
低
湿
地
遺
跡
が
相
次

い
で
発
掘
さ
れ
、
植
物
遺
体
の
出
土
が
注
目
さ
れ
た
。
直
良
信
夫
は
そ
の
後
も
千
種
遺
跡

(
8
・
平
出
遺
跡
(
印
〉
・
堂
ノ
下
遺
跡
白
〉
な
ど
の

植
物
遺
体
を
分
析
し
、
先
史
時
代
の
植
生
環
境
の
復
原
・
農
耕
の
起
原
の
問
題
に
大
き
な
業
績
を
残
し
て
い
る
白
〉
O

近
年
で
は
粉
川
昭

平
晶
)
に
よ
っ
て
池
上
遺
跡
・
瓜
生
堂
遺
跡
・
板
付
遺
跡
・
平
城
宮
祉
な
ど
か
ら
出
土
す
る
植
物
遺
体
の
分
析
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
つ
つ

あ
る
。
ま
た
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
笠
原
安
夫
に
よ
る
雑
草
種
子
類
の
研
究
(
思
・
佐
藤
敏
也
の
炭
化
米
の
研
究
宛
〉
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
縄
文
時
代
前
期
の
福
井
県
烏
浜
貝
塚
古
〉
で
は
、

ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
種
子
と
緑
豆
が
、

縄
文
時
代
中
期
の
長
野
県
大
石
遺
跡

(3
で
は
ア

ワ
に
類
似
し
た
炭
化
種
子
が
発
見
さ
れ
、
縄
文
農
耕
論
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
木
材
の
樹
種
鑑
定
の
研
究
は
、
亘
理
俊
次
・
山
内
文
に
よ
っ
て
そ
の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。
登
呂
遺

87 

跡
完
了
加
茂
遺
跡

av・
千
種
遺
跡
臼

γ
山
木
遺
跡
ハ
日
・
瓜
郷
、
遺
跡
臼
u

・
篠
束
遺
跡
先
〉
な
ど
か
ら
出
土
し
た
建
築
材
・
土
木
用
材
・
日
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用
品
の
材
質
鑑
定
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は
島
倉
己
三
郎
元
〉
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。

一方、

遺
跡
か
ら
出
土
す

る
炭
化
木
片
の
樹
種
鑑
定
の
道
も
開
拓
さ
れ
、
須
恵
器
の
窯
跡
の
炭
片
の
分
析
か
ら
、
燃
料
材
の
歴
史
的
変
遷
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る門

3
0

こ
う
し
た
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
種
子
・
球
果
・
葉
片
・
木
材
等
の
大
型
植
物
遺
体
の
研
究
の
多
く
は
、
ど
ん
な
種
類
の
植
物
が
ど
れ
だ

け
発
見
さ
れ
た
か
の
記
載
に
終
始
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
人
類
の
植
物
利
用
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
は
大
い
に

役
立
っ
た
が
、
人
類
を
取
り
巻
く
環
境
の
復
原
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
解
決
す

る
た
め
に
は
、
層
位
的
な
樹
種
構
成
の
変
化
・
量
的
変
化
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
年
で
は
、
フ
ロ
テ
l
シ
ョ
ン
法
ハ
習

に
よ
っ
て
す
べ
て
の
出
土
す
る
遺
体
を
採
取
し
た
り
、
ブ
P

ツ
ク
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
単
位
体
積
あ
た
り
の
構
成
比
の
量
的
変
化
を

追
求
す
る
試
み
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

ま
た
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
こ
れ
ら
の
大
型
植
物
遺
体
は
、

お
う
お
う
に
し
て
人
類
の
手
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
こ
れ
ら
の
遺
体
は
、
き
わ
め
て
特
殊
な
状
況
の
下
に
堆
積
し
た
と
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し

た
点
を
補
う
意
味
に
お
い
て
、
遺
跡
の
泥
土
の
中
に
含
ま
れ
る
花
粉
等
の
微
化
石
を
同
定
し
、
そ
の
量
的
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

有
意
で
あ
る
。
ま
た
花
粉
な
ど
の
微
化
石
は
、
大
型
植
物
遺
体
よ
り
も
残
る
確
率
が
高
い
た
め
、
適
用
範
囲
が
広
い
と
い
う
利
点
も
あ

る
。
わ
が
国
に
お
い
て
遺
跡
の
泥
土
の
花
粉
分
析
を
最
初
に
行
っ
た
の
は
堀
正
一
ハ
習
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
藤
則
雄
ハ
剖
〉
に
ょ
っ

て
遺
跡
の
泥
土
の
花
粉
分
析
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
ま
で
、
花
粉
分
析
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
近
年
で
は
、
研
究
者
も
次
第
に
増

加
し
、
各
地
の
遺
跡
の
分
析
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
ハ

g
。
地
理
学
の
分
野
に
お
い
て
も
千
田
稔
宙
〉
や
筆
者

a〉
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
面

の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
花
粉
化
石
は
、
光
学
顕
微
鏡
下
で
は
属
の
段
階
ま
で
分
類
で
き
る
の
が
や
っ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
う

• 



た
め
、
大
型
植
物
遺
体
の
結
果
と
照
ら
し
あ
わ
せ
た
り
ハ
号
、
電
子
顕
微
鏡
の
利
用
に
よ
り
、

よ
り
細
か
な
分
類
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

中
村
純
白
〉
は
、

イ
ネ
花
粉
を
同
定
す
る
道
を
開
拓
し
、

稲
作
の
起
源
と
伝
播
に
つ
い
て
の
成
果
が
期
待
さ
れ

イ
ネ
科
花
粉
の
中
か
ら
、

る
。
さ
ら
に
、
花
粉
分
析
で
得
ら
れ
た
統
計
的
結
果
を
当
時
の
植
生
分
布
に
い
か
に
還
元
十
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に

は
、
花
粉
の
生
産
量
・
堆
積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
、

花
粉
の
生
態
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
8
)と、

花
粉
の
絶
対
量
を
求
め
る
分
析
方

法
の
開
発
が
今
後
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

最
近
で
は
花
粉
以
外
に
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
自
〉
が
注
目
さ
れ

ま
た
、

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

始
め
た
。

イ
ネ
科
植
物
の
同
定
に
有
効
な
こ
の
手
法
は
、
灰
像
法
(
鎚
〉
と
共
に
、
農
耕
の
起
源
・
伝
播
の
問
題
に
つ
い
て
そ
の
成
果
が
期

待
さ
れ
る
。

植
生
は
人
類
を
取
り
巻
く
環
境
の
中
で
、
も
っ
と
も
容
易
に
改
変
さ
れ
る
性
格
を
も
っ
。
こ
う
し
た
人
類
の
森
林
破
壊
の
問
題
を
歴
史

地
理
学
の
重
要
な
研
究
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
は
千
葉
徳
商

a)で
あ
る
。
古
文
書
を
中
心
と
し
て
、
製
塩
・
砂
鉄
採
取
・
採
草
等
に

よ
る
林
地
荒
廃
と
土
壌
侵
蝕
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
、
そ
の
研
究
は
日
本
の
み
で
な
く
、
朝
鮮
半
島
・
中
国
大
陸
に
も
及
ん
で
い
る
白
)
O

近
年
で
は
、
花
粉
分
析
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
人
類
の
森
林
破
壊
の
問
題
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
日
本
列
島
の
森
林
破
壊
は

稲
作
農
業
伝
播
以
降
顕
著
と
な
り
、
そ
の
進
展
の
度
合
は
西
南
日
本
ほ
ど
大
き
く
、

東
北
日
本
に
向
う
に
つ
れ
て
小
さ
く
な
る
こ
と
ハ
旬
、

は
げ
山
の
分
布
で
注
目
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
の
林
地
荒
廃
は
、

す
で
に
六
五

O
O年
前
に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と

auな
ど
が
明
ら
か
に
な
り

つ
つ
あ
る
。

動
物
相
の
変
化
と
人
類

四
方
を
海
に
固
ま
れ
た
わ
が
国
で
は
、
海
岸
部
か
ら
多
く
の
貝
塚
が
発
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
貝
塚
が
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発
見
さ
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
的
に
み
て
も
類
例
が
な
い
。
貝
塚
に
は
脊
椎
動
物
・
軟
体
動
物
等
の
遺
骸
が
良
好
に
保
存
さ
れ
、
当
時
の
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人
類
を
取
り
巻
く
動
物
相
を
復
原
す
る
上
で
の
手
が
か
り
が
豊
富
に
あ
る
。

先
史
時
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
大
型
脊
椎
動
物
の
研
究
は
、

長
谷
部
言
人
自
)
以
来
、

多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
と

り
わ
け
、
直
良
信
夫

a〉
は
上
川
名
貝
塚
・
姥
山
貝
塚
・
加
茂
遺
跡
・
唄
塚
遺
跡
・
花
泉
遺
跡
等
、

多
数
の
遺
跡
調
査
に
基
づ
き
、

先
史

時
代
の
動
物
相
の
復
原
に
大
き
な
業
績
を
残
し
て
い
る

av
近
年
で
は
金
子
治
昌
に
よ
っ
て
、
加
曽
利
貝
塚
(
曾
・
常
目
遺
跡
ハ

g
・
オ
ン

コ
ロ
マ
ナ
イ
貝
塚
ハ

8
・
オ
ン
ネ
モ
ト
遺
跡
(
想
・
大
畑
貝
塚
門
型
・
貝
烏
貝
塚
市
)
な
ど
の
遺
跡
の
調
査
が
精
力
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
分

析
方
法
も
た
ん
な
る
出
土
し
た
種
類
の
記
載
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
部
位
の
残
片
か
ら
個
体
数
を
推
定
し
、
そ
の
層
位
的
な
量
的
変
化

を
明
ら
か
に
し
た
り
、

カ
ロ
リ
ー
計
算
や
狩
猟
活
動
の
季
節
性
な
ど
が
、
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
而
)
。

一
方
、
こ
う
し
た
動
物
相
の
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
を
、
歴
史
地
理
学
の
主
要
な
研
究
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
は
千
葉
徳

爾
(
問
)
で
あ
る
。
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
な
ど
の
大
型
晴
乳
動
物
と
人
類
の
か
か
わ
り
を
、

狩
猟
と
い
う
人
間
の
行
動
様
式
を
通
し
て
、
そ
の

歴
史
的
変
遷
と
地
域
性
を
明
ら
か
に
し
た
功
績
(
削
)
は
、

き
わ
め
て
大
き
い
と
い
え
る
。

近
年
で
は
、
高
橋
春
成
(
山
)
な
ど
の
研
究
が
あ

る
が
、
歴
史
地
理
学
で
は
こ
の
方
面
の
研
究
の
進
展
が
望
ま
れ
る
。

貝
塚
か
ら
出
土
す
る
魚
貝
類
に
つ
い
て
は
、
大
森
貝
塚
(
問
)
の
発
掘
以
来
、
大
山
伯
(
問
)
・
酒
詰
仲
男
(
叩
)
等
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て

研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
魚
貝
類
の
層
位
的
構
成
変
化
か
ら
、

た
と
え
ば
縄
文
時
代
後
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
の
、
低
地
部
の
地

形
変
化
・
海
岸
線
の
変
化
が
論
じ
ら
れ
た
り
(
問
)
、

魚
員
の
形
態
変
化
か
ら
漁
法
の
変
化
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
(
問
)
。

ま
た
試
料
の
採
取

方
法
も
メ
ッ
シ
ュ
法
・
ブ
ロ
ッ
ク
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
魚
類
の
体
長
組
成
か
ら
漁
場
・
漁
期
の
問
題
が
論
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
市
)
。

さ
ら
に
ハ
マ
グ
リ
の
生
長
曲
線
の
解
析
か
ら
漁
揚
活
動
の
季
節
性
が
論
じ
ら
れ
の
)
、

酸
素
同
位
体
の
導

入
に
よ
っ
て
、
古
水
温
の
変
化
も
よ
り
細
か
な
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
の
下
で
論
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。



細
菌
・
ウ
ィ
ル
ス
と
人
類

千
葉
徳
爾
(
山
)
は
、

歴
史
地
理
学
的
研
究
に
細
菌
・
ウ
ィ
ル
ス
等
の
顕
微
鏡
的
存
在
と
人
類
の
か
か
わ
り
を

と
り
あ
げ
た
。
気
温
や
湿
度
の
変
化
と
同
様
、
何
の
媒
介
物
な
く
し
て
可
視
的
景
観
と
し
て
は
、
現
象
そ
の
も
の
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
そ
の
引
き
起
こ
さ
れ
た
結
果
は
、
人
類
の
文
化
・
生
活
に
対
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
千
葉
(
出
)
は
、

シ
ナ
嶺

南
地
方
の
風
土
病
の
変
遷
を
、
農
業
開
発
に
伴
な
う
森
林
破
壊
・
水
利
開
発
と
の
関
連
で
論
じ
、
さ
ら
に
八
重
山
諸
島
に
お
け
る
マ
ラ
リ

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

ア
の
変
遷
を
も
論
じ
て
い
る
。
大
型
晴
乳
動
物
・
植
生
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
環
境
要
素
か
ら
細
菌
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
有
機
的
環
境
要

索
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
研
究
に
お
い
て
残
し
た
業
績
は
大
き
い
。
細
菌
や
ウ
ィ
ル
ス
は
先
史
時
代
の
人
類
、
に
対
し
て
も
、
き
わ
め

て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
南
方
か
ら
の
水
田
稲
作
農
業
の
伝
播
と
低
湿
地
周
辺
で
の
居
住
の
開
始
は
、
必

然
的
に
そ
れ
以
前
の
縄
文
時
代
の
人
々
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
細
菌
や
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
す
る
危
険
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
糞
石
の
中
の
寄
生
虫
の
研
究
か
ら
、
当
時
の
人
々
の
疾
病
に
関
す
る
研
究
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
面
で

の
研
究
は
全
く
未
開
拓
で
あ
り
、
今
後
の
発
展
が
望
ま
れ
る
。

骨

人
類
の
文
化
・
生
活
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
研
究

人
類
の
活
動
の
痕
跡
も
ま
た
、
有
機
的
環
境
要
素
の
一
員
に
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
は
自
然
の
中
で
は
特
異
な
位
置
を
し
め

て
お
り
、
そ
の
復
原
研
究
も
別
個
に
扱
う
必
要
が
あ
る
。
歴
史
時
代
の
人
類
の
文
化
・
生
活
の
研
究
は
、
古
図
・
古
文
書
に
頼
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
近
年
で
は
歴
史
考
古
学
の
進
歩
に
よ
り
、
人
類
の
残
し
た
遺
物
・
遺
跡
も
重
要
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。

時
代
の
人
類
活
動
の
復
原
研
究
は
、
考
古
学
的
発
掘
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
先
史
時
代
の
地
域
性
の
究
明
を
目
ざ
し
た
先
史
地
理
学

一
方
、
先
史

91 

者
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
自
ら
が
発
掘
の
指
導
的
役
割
を
果
し
、
発
掘
の
遺
物
・
遺
構
の
整
理
に
あ
た
っ
て
き
た
。
神
尾
明
正
・
小
野
忠
撫
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-
伊
達
宗
泰
・
三
友
国
五
郎
な
ど
の
先
史
地
理
学
者
は
ま
た
考
古
学
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。
し
か
し
、

藤
岡
謙
二
郎
(
山
)
が
先
史
地

理
学
論
を
世
に
問
う
て
か
ら
、
二
十
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
、
そ
の
聞
に
日
本
の
社
会
・
経
済
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
た
。
高
度
経
済
成

長
下
に
お
け
る
遺
跡
の
破
壊
と
発
掘
件
数
は
膨
大
な
も
の
に
な
り
、
行
政
発
掘
は
莫
大
な
費
用
と
時
聞
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

か
つ
て
の
よ
う
に
、
先
史
地
理
学
者
が
自
ら
発
掘
の
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
は
、
と
て
も
研
究
に
専
念
で
き
る
状
態
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
社
会
・
経
済
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
人
類
の
文
化
・
生
活
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
復
原
に
は
、
考
古
学
者
と
の

密
接
な
共
同
体
制
を
組
む
以
外
に
道
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
今
後
も
自
ら
発
掘
を
行
な
い
一
つ
の
地
域
の
研
究
を
続
け
る
人
も

あ
ろ
う
が
、
発
掘
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
一
つ
の
遺
跡
に
か
か
り
っ
き
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
、

日
本
各
地
あ
る
い
は
汎
世
界
的
視
野

で
自
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
広
げ
て
い
く
こ
と
は
時
間
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

帥

年
代
測
定

以
上
み
て
き
た
無
機
的
環
境
要
素
、
有
機
的
環
境
要
素
と
人
類
の
文
化
・
生
活
を
構
成
す
る
諸
要
素
と
の
か
か
わ
り
を
、
同
一
の
時
の
断

面
の
上
で
考
察
す
る
た
め
に
は
、

で
き
る
だ
け
精
度
の
官
同
い
年
代
測
定
法
の
開
発
が
必
要
と
な
る
。
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い

の
史
的
研
究
の
精
度
は
、
年
代
測
定
の
精
度
に
よ
っ
て
、
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
え
る
。
歴
史
時
代
に
お
い
て
は
文
書
に
基
づ
け
ば
よ

ぃ
。
し
か
し
関
連
す
る
文
書
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
は
そ
れ
以
前
の
先
史
時
代
に
つ
い
て
は
、
樹
輪
や
縞
粘
土
に
よ
る
年
代
測

定
、
理
化
学
的
手
法
に
よ
る
年
代
測
定
法
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
考
古
学
的
遺
跡
の
年
代
測
定
の
開
発
に
大
き
な
貢
献
を
し

現
在
で
は
理
化
学
的
年
代
測
定
法
と
し
て
、

C
年
代
測
定
・
ウ
ラ
ン
・
イ
オ
ニ
ウ
ム
法
・
フ
ィ
ツ
シ
ョ

た
の
は
渡
辺
直
経
(
山
)
で
あ
る
。

ン
ト
ラ
ッ
ク
法
・
黒
曜
石
水
和
層
測
定
・
熱
ル
ミ
ネ
ツ
セ
ン
ス
法
・
考
古
地
磁
気
法
等
い
く
つ
か
の
年
代
測
定
法
の
開
発
が
試
み
ら
れ
て

そ
の
中
で
応
用
範
囲
が
広
く
、
か
つ
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は

U
年
代
測
定
と
フ
ィ
ツ
シ
ョ
ン
ト
ラ
ッ
ク
法
で
あ
ろ
う

o
C年

い
る
(
山
)
。



代
測
定
は
学
習
院
大
学

(
G
A
K
)
・
日
本
ア
イ
ト
l
プ
協
会

(
N
)
・
東
京
大
学

(
T
K
)
・
東
北
大
学

(
T
H
)
等
で
行
わ
れ
て
い
る
。

木
越
邦
彦
(
山
)
・
浜
田
達
二
(
山
)
・
浜
田
知
子
市
)
等
に
よ
っ
て
じ
濃
度
の
時
間
的
変
化
や
測
定
試
料
の
種
類
に
基
づ
く
誤
差
、
試
料
の
採

取
方
法
等
に
つ
い
て
積
極
的
な
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
東
北
大
学
西
村
研
究
室
で
は
、
一
九
七
二
年
以
来
定
期
的
に
測
定
結
果
を

報
告
し
、

C
年
代
測
定
の
技
術
そ
の
も
の
は
、
も
は
や
地
理
学
の
一
分
野
と
し
て
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

火
山
灰
の
年
代
測
定
(
問
)
や
黒
曜
石
の
原
産
地
推
定
(
問
)
な
ど
応
用
範
囲
も
広
く
、

定
の
範
囲
が
広
い
た
め
今
後
の
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
方
法
に
お
い
て
も
、
ぽ
年
程
度
の
範
囲
で
自
然
環
境
と
人
類
の

か
か
わ
り
を
捉
え
る
の
が
や
っ
と
で
あ
り
、
理
化
学
的
測
定
法
で
年
代
を
決
定
し
て
い
る
限
り
、
現
時
点
で
は
そ
れ
以
上
の
精
度
の
議
論

一方、

フ
ィ
ツ
シ
ョ
ン
ト
ラ
ッ
ク
法
は
、

年
代
測

は
む
ず
か
し
い
。

四
、
復
原
研
究
の
手
順
と
結
果
の
表
現

谷
岡
武
雄
は
過
去
の
景
観
を
復
原
す
る
手
順
と
し
て
、
直
接
的
・
飛
躍
的
方
法
と
間
接
的
・
遡
及
的
方
法
を
あ
げ
て
い
る
。
直
接
的
方

法
と
は
「
現
在
は
死
物
化
も
し
く
は
廃
用
器
官
化
し
て
残
存
す
る
が
、

か
つ
て
は
生
き
て
い
た
過
去
の
事
物
の
痕
跡
、
す
な
わ
ち
古
図
・

古
文
書
・
遺
物
・
遺
跡
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
て
現
用
さ
れ
る
が
、
本
来
の
意
味
を
全
く
失
っ
て
い
る
地
名
な
ど
を
手
が
か
り
と
し

て
、
そ
れ
ら
が
生
き
た
意
味
を
持
っ
て
い
た
時
代
に
直
接
到
達
す
る
方
法
」
(
凶
)
で
あ
る
。
間
接
的
方
法
と
は
「
現
景
観
を
分
析
し
、

そ

の
中
か
ら
過
去
に
生
じ
て
永
続
的
に
効
果
を
保
ち
、
現
在
で
も
な
お
生
き
て
い
る
歴
史
的
要
素
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
順
次
古
い
時
代

に
遡
っ
て
追
究
す
る
方
法
」
(
凶
)
で
あ
る
。
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こ
の
景
観
復
原
の
手
順
は
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
復
原
研
究
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
直
接
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的
手
法
と
間
接
的
手
法
は
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
ち
、
相
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
有
効
性
を
発
揮
し
得
る
。
個
々
の
環
境
要
素
の
現

在
的
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
で
行
わ
れ
て
い
る
。
我
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
環
境

要
素
の
復
原
方
法
の
開
発
と
修
得
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。

次
に
、
復
原
し
た
個
々
の
環
境
要
素
が
全
体
の
中
で
い
か
な
る
位
置
と
役
割
を
果
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
時
間
的
・
地
域
的

変
化
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
復
原
し
た
個
々
の
要
素
を
同
一
の
時
の
断
面
に
と
ら
え
、
そ
の
時
間
的
変
化
、
地
域
的
変
化
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
、
精
度
の
高
い
年
代
測
定
法
の
助
け
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
復
原
し
た
特
定
の
要
素

と
人
類
の
か
か
わ
り
の
時
間
的
・
地
域
的
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
も
、
研
究
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
地
理
学
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
環
境
要
素
が
一
定
の
空
間
に
総
括
的
に
併
存
す
る
状
態
と
人
類
の
か
か
わ
り
の
時
間
的
・
地
域
的
変
化
が

問
題
と
な
る
。
個
々
の
要
素
が
一
定
の
空
間
に
総
括
的
に
併
存
す
る
状
態
を
、
景
観
あ
る
い
は
地
域
の
名
の
下
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
千
葉
徳
爾
(
凶
)
が
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
歴
史
地
理
学
に
あ
っ
て
は
、

個
々
の
要
素
を
単
に
物
質
的
に
取
り
扱
う

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
存
在
す
る
状
態
に
時
間
的
・
空
間
的
変
化
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
た
地
域
を
構
成
す

る
具
体
的
実
体
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
理
想
と
す
る
。

」
の
よ
う
な
手
順
で
復
原
研
究
を
行
お
う
と
す
る
時
、

一
挙
に
一
定
の
空
間
的
広
が
り
を
持
つ
景
観
を
復
原
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
そ
こ
で
人
類
と
の
か
か
わ
り
が
、
も
っ
と
も
容
易
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
ま
ず
そ
の
出
発
点
は
個
々
の
遺
跡
周
辺

の
復
原
か
ら
始
め
る
の
が
有
効
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
つ
の
遺
跡
周
辺
の
復
原
は
、
あ
く
ま
で
も
点
的
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ぎ
に
、
こ

れ
を
面
的
に
広
げ
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
に
は
、
周
辺
に
立
地
す
る
別
の
遺
跡
の
復
原
研
究
と
と
も
に
、
遺
跡
と
は
あ
ま
り
関
係

の
な
い
地
点
の
復
原
も
必
要
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
遺
跡
周
辺
の
環
境
は
、
時
と
し
て
き
わ
め
て
特
殊
な
状
態
を
反
映
し
て
い
る
場
合
が
あ



る
か
ら
で
あ
る
。
遺
跡
と
は
離
れ
た
、
人
類
の
干
渉
を
あ
ま
り
受
け
な
い
地
点
の
復
原
研
究
に
よ
っ
て
、
遺
跡
の
も
つ
特
殊
性
・
地
域
性

が
う
か
び
あ
が
る
。

以
上
の
手
順
で
復
原
さ
れ
た
結
果
を
表
現
す
る
。
そ
の
際
、
古
地
理
図
あ
る
い
は
、
景
観
復
原
図
を
描
く
こ
と
は
有
意
で
あ
る
。
古
地

理
図
(
景
観
復
原
図
)
を
描
く
こ
と
は
、
あ
る
時
の
断
面
に
お
け
る
現
象
相
互
の
因
果
関
係
を
明
白
に
し
、
新
た
な
議
論
を
生
む
舞
台
を

提
供
す
る
の
み
で
な
く
、
得
ら
れ
た
研
究
成
呆
の
理
解
を
早
め
、
境
界
領
域
の
橋
渡
し
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
さ
ら
に
各
時
代

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

の
古
地
理
図
を
景
観
変
遷
史
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
変
遷
が
可
視
的
に
表
現
さ
れ
、
自
然

-
人
文
の
両
現
象
の
変
化
を
引
起
し
た
原
因
が
明
白
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
ま
た
可
視
的
景
観
と
し
て
古
地
理
図
に
描
き
に
く
い
現
象
の
変

化
に
つ
い
て
も
、
図
・
表
と
し
て
可
視
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

阪
口
豊
(
悶
)
は
古
地
理
学
を
提
唱
し
、
そ
の
分
野
の
開
発
を
行
っ
た
。
筆
者
は
、

古
地
理
図
を
そ
こ
に
描
か
れ
る
人
類
の
居
住
の
姿
を

基
準
に
し
て
、
①
マ
イ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
図
、
②
メ
ソ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
図
、
@
マ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
図
に
区
分
し
た

L 、。
①
マ
イ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
図
と
は
、
考
古
学
的
遺
跡
周
辺
の
景
観
復
原
図
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
と
し
て

は
、
せ
い
ぜ
い
五
加
四
方
前
後
の
範
囲
を
取
り
扱
う
。
正
確
な
徴
地
形
や
植
生
が
、
人
類
の
居
住
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
に
お
い
て
復
原

さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
人
類
の
居
住
の
姿
は
家
屋
・
道
路
・
水
路
・
生
産
の
場
な
ど
と
し
て
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
マ
イ
ク
ロ

ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
図
の
作
成
は
よ
う
や
く
研
究
の
糸
口
が
得
ら
れ
た
段
階
で
あ
り
、
古
地
理
図
を
正
確
に
描
く
に
は
、

い
ま
だ
多
く
の

解
決
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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@
メ
ソ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
図
と
は
、
仙
台
湾
周
辺
あ
る
い
は
東
京
湾
沿
岸
と
い
っ
た
、

一o
h
四
方
以
上
か
ら
二

O
o
h
四
方
前
後
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の
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
を
対
象
と
す
る
古
地
理
図
で
あ
る
。
地
理
学
的
に
こ
れ
ま
で
も
っ
と
も
多
く
描
か
れ
た
の
が
こ
の
種
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
古
地
理
図
で
は
人
類
の
居
住
の
姿
は
、
正
確
な
地
理
的
位
置
を
持
つ
点
と
し
て
描
か
れ
る
。
す
ぐ
れ
た
メ
ソ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地

理
研
究
と
し
て
は
、
Z
H
Z
k
r
4
0
2
巳
・
(
瑚
)
・
三
位
秀
夫
(
問
)
、
貝
塚
爽
平
(
問
)
、
石
田
志
郎
他
(
山
)
、
梶
山
彦
太
郎
他
(
問
)
、
間
色
E
w
p

ω
E
巳
・
(
印
)
等
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
関
東
平
野
に
お
け
る
第
四
紀
の
自
然
史
と
人
類
史
を
地
域
変
遷
史
的
に
総
括
し
た
貝
塚
爽

今
後
日
本
列
島
の
各
地
に
お
い
て
こ
う
し
た
メ
ソ
ス
ケ
ー
ル
の
研
究
の
積
み
重
ね
が
望
ま
れ
る
。

平
(
印
)
の
研
究
を
一
つ
の
模
範
と
し
、

@
マ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
図
と
は
、

日
本
列
島
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
広
い
空
間
的
領
域
を
対
象
と
し
て
描
か
れ
た
古
地
理
図
を
指

す
。
特
定
の
主
題
に
基
づ
き
自
ら
の
研
究
以
外
に
他
人
の
研
究
も
総
括
し
て
古
地
理
図
を
描
く
作
業
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
マ
グ
ロ
ス
ケ

ー
ル
の
古
地
理
図
で
は
、
人
類
の
居
住
の
姿
は
、
個
々
の
居
住
地
と
し
て
で
は
な
く
そ
れ
ら
を
総
括
し
た
文
化
あ
る
い
は
文
化
圏
、
文
化

の
伝
播
、
民
族
の
移
動
と
し
て
描
か
れ
る
。
す
ぐ
れ
た
古
地
理
研
究
と
し
て
は
冨
H
Z
K
F
H，
C

E
巳
・
(
包
主
)
同
印
)
(
問
)
、
貝
塚
爽
平
・
成
瀬

洋
(
印
)
、
第
四
紀
地
殻
変
動
研
究
グ
ル
ー
プ
(
印
)
、
鈴
木
秀
夫
(
附
)
、

日
本
地
質
学
会
(
印
)
、
松
島
義
章
他
(
悶
)
、
赤
松
守
雄
(
印
)
、
塚
田
松

雄
(
附
)
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。

従
来
の
古
地
理
図
は
、

一
般
に
地
形
あ
る
い
は
海
岸
線
の
復
原
が
主
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
古
地
理
図
に
は
過
去
の
自
然
環
境
と
人
類

に
関
す
る
す
べ
て
の
指
標
が
、

で
き
る
限
り
詳
細
に
描
か
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
地
形
・
海
岸
線
の
み
に
と
ど
ま
ら

ず
植
生
・
土
壌
・
人
類
遺
跡
な
ど
の
記
載
事
項
を
豊
富
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
そ
の
タ
イ
ム
イ
ン

タ
l
バ
ル
が
よ
り
細
か
に
区
分
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
マ
グ
ロ
ス

I
ケ
l
ル
の
古
地
理
図
は
、

メ
ソ
ス
ケ
ー
ル
の

士
口
地
理
図
の
積
重
ね
の
上
に
、

メ
ソ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
は
マ
イ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
の
積
重
ね
の
上
に
描
か
れ
る
の
、
が
望
ま
し
い
。



五
、
叙
述

前
章
で
述
べ
た
復
原
研
究
の
作
業
は
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
の
た
め
の
舞
台
づ
く
り
の
作
業
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
次
に
、
そ
の
舞
台
の
上
で
自
然
環
境
と
人
類
の
聞
に
い
か
な
る
劇
が
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
内
容
は
演
出
者
と

し
て
の
研
究
者
の
力
量
が
高
く
、
舞
台
の
設
営
が
よ
り
轍
密
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
高
度
な
も
の
と
な
る
。

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

第
一
図
に
メ
ソ
ス
ケ
ー
ル
の
古
地
理
図
の
一
例
と
し
て
、
河
内
平
野
の
古
地
理
変
遷
図
を
示
し
た
。
ま
ず
我
々
は
、
各
時
代
を
代
表
す

る
景
観
復
原
図
の
中
に
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
姿
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
縄
文
時
代
晩
期

1
弥
生

時
代
前
・
中
期
頃
の
河
内
平
野
に
は
、
大
和
川
の
形
成
し
た
烏
此
状
三
角
州
が
存
在
し
た

Q

当
時
の
海
面
は
現
在
よ
り
二
l
コ一

m
低
位
に

あ
り
、
こ
の
低
い
基
準
面
に
対
応
し
た
浅
谷
が
分
流
し
て
い
た
。
初
期
稲
作
農
耕
を
伴
な
う
一
群
の
人
々
は
、
こ
う
し
た
河
内
平
野
の
三

角
州
の
先
端
部
に
居
住
し
、
次
第
に
居
住
地
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
弥
生
時
代
中
期
に
は
、
生
駒
山
麓
の
扇
状
地
端
に
も
集
落
が
形
成
さ

れ
た
。
三
角
州
に
立
地
す
る
集
落
周
辺
の
植
生
は
草
本
類
・
羊
歯
類
の
優
占
す
る
草
原
の
環
境
で
あ
っ
た
。
扇
状
地
端
に
立
地
す
る
集
落

周
辺
に
は
カ
シ
・
シ
イ
・
エ
ノ
キ
等
を
中
心
と
す
る
森
林
が
生
育
し
て
い
た
。
三
角
州
に
立
地
す
る
瓜
生
堂
遺
跡
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
る
木

器
は
、
完
製
品
ば
か
り
で
未
製
品
は
な
か
っ
た
。
扇
一
状
地
端
に
立
地
す
る
思
地
遺
跡
な
ど
か
ら
は
、
未
製
品
の
木
器
が
大
量
に
検
出
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
遺
跡
の
立
地
す
る
周
辺
の
植
生
環
境
の
相
違
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
す
で
に
集
落
聞
で
機
能
分
担
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
大
和
川
の
鳥
祉
状
三
角
州
に
立
地
す
る
南
河
内
平
野
の
土
器
文
化
圏
と
、
沼
沢
地
を
隔
て
た
北
方
の
淀
川
三
角
州

に
立
地
す
る
北
河
内
の
土
器
文
化
圏
に
は
、
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
、
淀
川
三
角
州
と
大
和
川
三
角
州
の
聞
に
存
在
す
る
沼
沢
地
が
、
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地
理
的
境
界
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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第
二
に
問

題
と
な
る
の

は
、
復
原
せ

1977) 

ら
れ
た
一
つ

の
時
の
断
面

河内平野の古地理変遷図(安田

か
ら
次
の
断

面
へ
の
移
行

の
。
プ
ロ
セ
ス

で
あ
る
。
こ

の
移
行
期
が

自
然
環
境
と

人
類
の
か
か

第 1図

わ
り
あ
い
に

お
け
る
一
つ

の
歴
史
的
転

換
期
で
あ
る

λ
eゆ

と
い
え
る
。



第
一
図
の
景
観
復
原
図
で
は
、

一
枚
の
時
の
断
面
に
は
、
数
千
年
か
ら
数
百
年
の
幅
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
あ
る
。
し
か
し
、
移

行
の
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
と
す
る
時
は
、
こ
れ
ら
各
々
の
復
原
図
は
変
化
す
る
直
前
の
状
態
と
直
後
の
状
態
を
具
現
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
瞬
間
的
で
あ
っ
て
も
、
現
実
の
復
原
方
法
の
下
で
は
、
復
原
せ
ら
れ
た
時
の
断
面
の
時
間
的
幅
は
大
き
く

な
る
。
大
和
川
の
烏
祉
状
三
角
州
に
立
地
し
た
弥
生
集
落
は
、
中
期
末
、
突
如
水
没
す
る
。
そ
し
て
河
内
平
野
は
水
深
一

i
一
・
五

m
の

湖
沼
と
な
り
、

ヒ
シ
や
ミ
ズ
ワ
ラ
ビ
な
ど
の
挺
水
植
物
が
生
育
し
た
。
こ
こ
で
我
々
が
問
題
と
す
る
の
は
、
集
落
が
水
没
す
る
過
程
に
お

自然潔境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

け
る
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
姿
で
あ
る
。
遺
構
・
遺
物
の
残
存
状
態
か
ら
、
そ
の
水
没
が
か
な
り
急
速
に
行
わ
れ
た
こ
と

は
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
水
没
に
よ
っ
て
人
々
が
い
か
な
る
影
響
を
受
け
た
か
、
あ
る
い
は
い
か
に
対
処
し
た
か
は
現
時
点
で
は
明
白
に

し
得
な
い
。
こ
の
河
内
平
野
の
水
没
は
、
弥
生
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
一
つ
の
災
害
で
あ
る
。
こ
の
災
害
を
彼
ら
は
、

い
か
に
認
識
し

そ
れ
に
対
応
し
た
か
。
こ
の
変
化
の
過
程
の
中
に
こ
そ
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
、
歴
史
地
理
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
あ
る
。
こ
の
時
代
は
ま
た
、

日
本
古
代
国
家
の
形
成
に
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
、
説
志
倭
人
伝
に
い
う
「
倭
国
の
大
乱
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
時
代
に
相
当
し
、
そ
う
し
た
社
会
的
変
動
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ

る。
第
一
図
の
河
内
平
野
の
古
地
理
変
遷
図
は
、
完
新
世
後
半
の
河
内
平
野
の
自
然
史
と
人
類
史
を
地
域
史
的
に
総
括
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
第
三
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
河
内
平
野
で
認
め
ら
れ
た
変
化
の
過
程
が
、
他
地
域
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
か

と
い
う
比
較
研
究
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
弥
生
時
代
後
半
の
河
内
平
野
の
水
没
に
類
似
じ
た
現
象
は
、

日
本
列
島
の
各
地
に
認
め
ら
れ
る

こ
と
が
、
比
較
研
究
か
ら
明
ら
か
一
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
そ
の
原
因
は
、
海
水
準
変
動
の
よ
う
な
普
遍
的
営
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
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れ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
た
だ
河
内
平
野
の
よ
う
に
、
大
集
落
が
水
没
す
る
と
い
う
激
変
の
類
例
は
・
少
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
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時
代
の
自
然
環
境
の
変
化
と
人
類
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
河
内
平
野
で
あ
る

と
い
う
特
殊
性
も
浮
び
上
っ
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
を
、
古
地
理
図
に
示
さ
れ
た
個
々
の
時
の
断
面
で
描
写
し
、
次
に
そ
の
変
化
の

過
程
を
明
ら
か
に
し
、
地
域
的
比
較
を
行
な
う
と
い
う
叙
述
の
手
順
は
、

す
で
に
藤
岡
謙
二
郎
(
問
)
、

谷
岡
武
雄
(
凶
)
の
景
観
変
遷
史
論

の
中
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
筆
者
の
場
合
、

一
つ
の
古
地
理
図
か
ら
次
の
古
地
理
図
へ
の
変
化
の
過
程
の
叙
述
に
そ
の
焦
点
が

あ
る
。

し
か
し
あ
く
ま
で
も
叙
述
の
出
発
は
、
可
視
的
古
地
理
図
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
は
、
具
体
的
事
実
と
事
実
の
対
応
関
係
に
終
始
し

て
い
た
。
た
と
え
ば
安
田
(
一
九
七
四
)
(
凶
)
は
、

日
本
列
島
に
お
け
る
晩
氷
期
以
降
の
植
生
変
遷
と
人
類
の
か
か
わ
り
を
考
察
し
た
。

そ
の
結
果
、
寒
冷
期
・
冷
涼
期
に
は
植
生
の
分
布
は
単
純
化
し
、
東
日
本
と
西
日
本
に
お
い
て
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示
し
た
。

一方、

温
暖
期
に
は
東
日
本
と
西
日
本
の
植
生
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
弱
ま
り
、
植
生
分
布
は
複
雑
化
し
た
。
こ
れ
に
あ
た
か
も
対
応
す
る
か
の
よ

う
に
土
器
型
式
か
ら
考
え
ら
れ
た
文
化
圏
は
、
寒
冷
期
・
冷
諒
期
に
は
東
・
西
の
日
本
に
二
つ
の
文
化
圏
が
対
立
し
て
存
在
し
た
。
そ
し

て
温
暖
期
に
は
文
化
圏
は
複
雑
化
し
、
東
日
本
と
西
日
本
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
弱
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
、
植
生
分
布
と
文

化
圏
の
形
成
の
聞
に
は
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
化
圏
と
植
生
と
の
か
か
わ
り
を
解
決
す
る
子

が
か
り
と
は
な
っ
て
も
、
決
め
て
と
は
な
り
得
な
い
。
次
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
植
生
と
文
化
圏
と
の
聞
に
存
在
す
る
因
果

関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
植
生
の
相
違
が
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
文
化
圏
の
相
違
と
し
て
反
映
す
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
土
器
製
作
者
と
し
て
の
人
類
の
植
生
環
境
の
認
識
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
能

登
志
雄
(
出
)
が
指
摘
し
て
い
る
環
境
認
識
の
パ

l
セ
プ
シ
ョ
ン
の
客
観
化
が
必
要
と
な
る
。

自
然
環
境
が
何
ら
か
の
意
味
で
人
類
に
影
響



を
与
え
、
可
視
的
現
象
を
結
果
さ
せ
る
場
合
、

か
な
ら
ず
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
人
間
の
知
覚
を
通
し
て
の
心
理
・
精
神
状

態
の
あ
り
方
で
あ
る
。
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
を
行
お
う
と
す
る
時
、
中
間
項
と
し
て
の
人
類
の
環
境
認
識
の

あ
り
方
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
環
境
生
理
・
心
理
学
等
の
研
究
成
果
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
民

族
・
民
俗
学
的
研
究
か
ら
も
、
そ
の
多
く
を
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
外
村
直
彦
市
)
は
、

日
本
人
の
空
間
感
覚
の
歴
史

的
変
遷
を
取
り
上
げ
、
自
然
風
土
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
人
類
の
自
然
感
覚
の
歴
史
的
変
遷
と
地
域
差
を
究
明

自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

ず
る
こ
と
が
今
後
の
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
、
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
は
、
可
視
的
世
界
の
現
象

の
み
を
取
り
扱
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
非
可
視
的
世
界
に
そ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

六
、
結
語

自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
の
史
的
研
究
は
、
多
国
文
男
・
保
柳
睦
美
・
直
良
信
夫
・
千
葉
徳
爾
と
い
っ
た
蒼
蒼
た
る
学
者
に

よ
っ
て
、
そ
の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
個
々
の
専
門
分
野
で
バ
ラ
バ
ラ
に
行
な
わ
れ
て
い
た
感
が
深
い
。
本
稿
で
は
、

生
態
史
の
視
点
を
重
視
し
た
動
態
的
環
境
論
の
下
に
、
第
四
紀
学
の
手
法
を
主
た
る
復
原
方
法
と
し
、
小
牧
実
繁
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け

ら
れ
、
藤
岡
謙
二
郎
・
谷
阿
武
雄
に
よ
っ
て
発
展
せ
ら
れ
た
景
観
変
遷
史
の
理
論
を
叙
述
理
論
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
統
一
し
、
歴
史
地
理

学
の
一
つ
の
領
域
に
ま
で
高
め
る
試
み
を
行
っ
た
。

そ
の
研
究
課
題
と
し
て
は
、
①
自
然
環
境
の
変
遷
が
人
類
の
文
化
・
生
活
に
か
か
わ
り
を
持
ち
、
影
響
を
与
え
る
過
程
の
歴
史
的
変
遷
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と
地
域
差
の
研
究
、
@
人
類
の
文
化
・
生
活
の
変
化
が
自
然
環
境
を
改
変
す
る
過
程
の
歴
史
的
変
遷
と
地
域
差
の
研
究
、
@
人
類
の
自
然

感
覚
・
空
間
感
覚
の
歴
史
的
変
遷
と
地
域
差
の
研
究
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
課
題
を
汎
世
界
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド



102 

ワ
ー
ク
の
下
で
解
決
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
目
ざ
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
①
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
に

お
け
る
進
化
系
列
に
基
づ
く
発
展
段
階
の
認
識
、
@
自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
に
お
け
る
共
通
性
と
異
質
性
の
認
識
、
@
も
し

自
然
環
境
と
人
類
の
か
か
わ
り
あ
い
に
方
則
性
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
認
識
等
が
現
時
点
で
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
目
標
に
到
達
す
る
に
は
長
い
道
の
り
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
研
究
者
の
置
か
れ
た
研
究
条
件
に
つ
い
て
も
大
き
く
左
右
さ

れ
る
。
多
く
の
諸
先
学
の
業
績
の
中
か
ら
、
自
分
な
り
に
模
索
し
て
や
っ
と
こ
こ
ま
で
辿
り
つ
い
た
。
し
か
し
、
目
標
は
速
い
。
多
方
面

か
ら
の
ご
指
導
・
ご
批
判
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

随
所
に
わ
た
っ
て
菊
地
利
夫
「
歴
史
地
理
学
方
法
論
」
(
凶
)
を
参
照
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

参
考
文
献
お
よ
び
注

(
I
)
ω
宮口

m-20・
3
S
D
)
N
U
町
、
門
、
ミ
ミ
h
h
S句
、

s

h
守

S
hと
hsnNS
山
本
新
訳
(
一
九
六
一
)
『
文
明
の
構
造
と
変
動
』
創
文
社

(
2
)

山
本
新
こ
九
六
一
)
前
掲
、

p
日

(
3
)

以
上
ま
で
山
本
新
こ
九
六
一
)
前
掲
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。

〈

4
)

叶
D

吉
宮
0

・〉・

(
H
S
S
K
H
之
官
舎
ミ
同
な
同
ミ
ア

O
同
町

OH
弘己ロ円
g
E
Q
H
M
H
m
F
H
b
z
s
-

長
谷
川
松
治
訳
(
一
九
六
九
)
『
歴
史
の
研

究
I
』
社
会
思
想
社
。

〈

5
)

梅
梓
忠
夫
(
一
九
六
七
)
『
文
明
の
生
態
史
観
』
中
央
公
論
社
。

(
6
)

西
川
治
こ
九
七
六
)
『
地
理
と
歴
史
に
つ
い
て
の
草
稿
』
人
文
科
学
科
紀
要
目
。

(
7
)

切

5
N
F
戸
当
-
C
S
H
)
同
ミ
マ
ロ
ミ
ミ
ミ

S
札
込

R
E
q
h
o
b
w
(
U
E
g
m
0・

(
8
)

鈴
木
秀
夫
(
一
九
七
六
)
『
風
土
の
構
造
』
大
明
堂
。
(
一
九
七
六
)
『
超
越
者
と
風
土
』
大
明
堂
。

(
9
)

安
田
喜
憲
(
一
九
七
五
)
「
縄
文
文
化
成
立
期
の
自
然
環
境
」
考
古
学
研
究
引
。

、，

aqjill戸

U

E
5
l
l
F
D
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(m)
安
田
喜
憲
(
一
九
七
七
)
「
倭
国
乱
期
の
自
然
環
境
」
考
古
学
研
究
目
。

(
日
)
千
葉
徳
爾
(
一
九
七
六
)
『
地
域
と
自
然
』
大
明
堂
。

(
ロ
)
東
木
竜
七
(
一
九
二
六
)
「
貝
塚
分
布
の
地
形
学
的
考
察
」
人
類
学
雑
誌
制
。

(
日
)
多
田
文
男
・
岡
山
俊
雄
(
一
九
四
九
)
「
地
学
的
に
見
た
登
呂
遺
跡
」
日
本
考
古
学
協
会
編
『
登
呂
』
。
多
国
文
男
・
岡
山
俊
雄
・
井
関
弘
太
郎

(
一
九
五
四
)
「
地
学
的
に
見
た
登
日
遺
跡
」
日
本
考
古
学
協
会
編
『
登
目
』
。

(
H
)
多
田
文
男
・
中
野
尊
正
(
一
九
五
二
)
「
加
茂
遺
跡
の
地
学
的
考
察
」
三
田
史
学
会
編
『
加
茂
遺
跡
』
。

(
日
)
多
国
文
男
・
阪
口
登
・
大
和
久
震
平
(
一
九
六
二
)
「
山
木
遺
跡
の
あ
っ
た
当
時
の
自
然
景
観
と
そ
の
埋
没
」
後
藤
守
一
一
編
『
伊
豆
山
木
遺
跡
』

築
地
書
館
。

(
日
)
藤
岡
謙
二
郎
(
一
九
五
四
)
「
大
中
之
湖
付
近
の
地
形
の
変
-
遷
と
先
史
集
落
」
立
命
館
文
学
B
。

(
口
)
多
国
文
男
(
一
九
六
回
)
『
自
然
環
境
の
変
貌
』
東
大
出
版
。

(
四
)
井
関
弘
太
郎
(
一
九
五
二
)
「
平
野
の
形
成
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
名
大
文
学
部
論
集
E
o
(
一
九
五
三
)
「
日
本
の
初
期
農
業
集
落
の
立
地

に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
名
大
文
学
部
論
集
V
。
(
一
九
六

O
)
「
篠
束
遺
跡
の
地
形
環
境
」
愛
知
県
小
坂
井
町
教
育
委
員
会
編
『
篠
束
』
0

(

一
九

六
一
二
)
「
瓜
郷
遺
跡
の
自
然
環
境
」
豊
橋
市
教
育
委
員
会
編
『
瓜
郷
』
o

井
関
弘
太
郎
・
加
藤
芳
郎
こ
九
六
二
)
「
自
然
地
形
」
浜
松
市
教
育
委

員
会
編
『
親
塚
遺
跡
|
総
括
篇
|
』
。

(
m
m
)

小
野
忠
烈
(
一
九
六
三
)
「
本
州
西
端
地
方
に
お
け
る
海
岸
砂
丘
の
形
成
期
の
研
究
」
地
理
学
評
論
持
。
(
一
九
六
八
)
「
第
四
紀
の
宇
部
の
海

岸
地
形
」
宇
部
市
教
育
委
員
会
編
『
宇
部
の
遺
跡
』
0

(

一
九
七
五
)
「
考
古
地
理
か
ら
み
た
響
灘
沿
岸
の
砂
質
海
岸
の
形
成
」
第
四
紀
研
究

H
。

(
却
)
小
野
忠
燃
ご
九
五
八
)
「
弥
生
式
集
落
の
垂
直
的
遷
移
現
象
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
人
文
地
理
叩
。
(
一
九
七
二
)
「
弥
生
系
高
地
性
集
落

の
諸
問
題
」
人
文
地
理
学
会
特
別
研
究
発
表
資
料
。

(
幻
)
藤
則
雄
こ
九
七
一
)
「
北
陸
海
岸
砂
丘
の
埋
積
腐
植
土
層
の
編
年
と
そ
の
生
成
環
境
」
第
四
紀
研
究
問
。
(
一
九
七
五
)
「
北
陸
の
海
岸
砂
丘
」

第
四
紀
研
究

H
。

(
泣
)
式
正
英
(
一
九
五
三
)
「
国
中
平
野
の
地
形
発
達
史
」
新
潟
県
教
育
委
員
会
編
『
千
種
』
。

(
お
)
木
内
信
蔵
(
一
九
六
三
)
「
常
呂
遺
跡
の
自
然
環
境
」
東
京
大
学
文
学
部
編
『
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
知
床
半
島
の
遺
跡
見
遠
藤
邦
彦
・
上
杉
陽

二
九
七
二
)
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
ト
コ
ロ
、
海
岸
平
野
の
地
形
・
地
質
」
東
京
大
学
文
学
部
編
『
常
呂
』
。

103 
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(
剖
)
宮
久
三
千
年
・
永
井
浩
三
・
宮
内
康
夫
こ
九
七
四
)
「
遺
跡
の
地
質
環
境
」
松
山
市
教
育
委
員
会
編
『
古
照
遺
跡
』
。

(
羽
)
安
田
喜
憲
ご
九
七
一
二
)
「
阿
武
隈
川
下
流
域
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
自
然
環
境
の
変
遷
と
人
類
」
東
北
地
理
問
。
(
一
九
七
三
)
「
三
重
県
上

箕
田
遺
跡
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
自
然
環
境
の
変
遷
と
人
類
」
人
文
地
理
目
。
(
一
九
七
七
)
「
大
阪
府
河
内
平
野
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
地
形
変

化
と
人
類
の
居
住
」
地
理
科
学
目
。

(
部
)
和
島
誠
一
・
麻
生
優
・
田
中
義
昭
二
九
六
四
)
「
北
九
州
に
お
け
る
後
氷
期
の
海
進
・
海
退
に
つ
い
て
」
資
源
科
学
研
究
所
葉
報
問
。
和
島

誠
一
・
松
井
健
・
長
谷
川
康
雄
他
八
名
ご
九
六
八
)
「
関
東
平
野
に
お
け
る
縄
文
海
進
の
最
高
海
水
準
に
つ
い
て
」
資
源
科
学
研
究
所
葉
報
刊
。

江
坂
輝
弥
(
一
九
七
二
)
「
自
然
環
境
の
変
貌
」
第
四
紀
研
究
円
。

(
幻
)
長
谷
川
康
雄
二
九
六
六
)
「
関
東
平
野
の
前
期
縄
文
時
代
に
お
け
る
沖
積
土
の
徴
古
生
物
学
的
研
究
」
資
源
科
学
研
究
所
葉
報
目
。
(
一
九
六

七
)
「
関
東
平
野
の
後
1
晩
期
縄
文
時
代
に
お
け
る
沖
積
土
の
徴
古
生
物
学
的
研
究
」
資
源
科
学
研
究
所
葉
報
制
。

(
犯
)
梶
山
彦
太
郎
・
市
原
実
(
一
九
七
二
)
「
大
阪
平
野
の
発
達
史
」
地
質
学
論
集
7
0
前
田
保
夫
(
一
九
七
六
)
「
大
阪
湾
の
縄
文
海
進
に
つ
い

て
」
考
古
学
と
自
然
科
学
目
。

(
却
)
海
津
正
倫
こ
九
七
四
)
「
津
軽
平
野
の
沖
積
世
に
お
け
る
地
形
発
達
史
」
地
理
学
評
論
判
。

(
却
)
瀬
川
秀
良
(
一
九
五
九
)
「
立
川
遺
跡
周
辺
の
地
形
」
『
立
川
』
市
立
函
館
博
物
館
紀
要
B
。

(
幻
)
湊
正
雄
二
九
五
六
)
「
樽
岸
石
器
群
の
層
位
学
的
研
究
」
市
立
函
館
博
物
館
編
『
樽
岸
発
掘
報
告
書
』
。

(
訟
)
阪
口
豊
・
佐
藤
達
夫
(
一
九
六
二
)
「
大
分
県
丹
生
台
地
出
土
の
旧
石
器
の
時
代
に
つ
い
て
(
予
報
)
」
地
理
学
評
論
認
。

(
回
)
中
川
久
夫
ご
九
六
五
)
「
早
水
台
旧
石
器
包
含
層
の
層
位
学
的
予
察
」
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
1
0
(
一
九
六
九
)
「
第
四
紀
編
年
に
関

す
る
最
近
の
知
識
と
星
野
遺
跡
」
芹
沢
長
介
編
『
星
野
遺
跡
』
栃
木
市
教
育
委
員
会
。

(
担
)
米
地
文
夫
・
加
藤
稔
(
一
九
六
九
)
「
山
形
県
中
津
川
上
屋
地
の
前
期
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
と
そ
の
周
辺
の
地
形
」
東
北
地
理
引
。

(
出
)
八
賀
晋
(
一
九
七
一
)
「
古
代
農
耕
と
土
壌
」
『
古
代
の
日
本
2
』
角
川
書
庖
。

(
訪
)
松
井
健
(
一
九
七

O
)
「
岡
山
県
津
島
遺
跡
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
濯
減
水
利
用
水
田
の
存
在
に
つ
い
て
」
考
古
学
研
究
問
。

(
幻
)
古
川
久
雄
(
一
九
七
三
)
「
安
満
遺
跡
土
層
断
面
の
土
壌
学
的
考
察
」
京
都
大
学
安
満
遺
跡
調
査
団
編
『
高
槻
市
安
満
遺
跡
の
条
里
遺
構
』
。

(
お
)
西
村
嘉
助
(
一
九
五
七
)
「
条
里
以
後
の
地
形
変
化
」
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
日
。
(
一
九
五
八
)
「
庄
川
扇
状
地
の
発
達
と
人
間
の
居
住
」
広

島
大
学
文
学
部
紀
要
問
。
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崎
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C
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、

hH』
官
、
ザ
し
て
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(
お
)
桑
代
勲
(
一
九
六
五
)
「
草
戸
千
軒
町
遺
跡
付
近
の
沖
積
平
野
の
形
成
」
福
山
市
教
育
委
員
会
編
『
草
戸
千
軒
町
遺
跡
・
遺
跡
編
』
。

(
判
)
多
田
文
男
こ
九
六
四
)
前
掲
。

(
引
)
日
下
雅
義
(
一
九
七
三
)
『
平
野
の
地
形
環
境
』
古
今
書
院
。
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』
向
町
一
守
口

HvqN凡

H
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(
円
切
)
安
田
喜
憲
(
一
九
七
一
)
「
濃
尾
平
野
庄
内
川
デ
ル
タ
に
お
け
る
歴
史
時
代
の
地
形
変
化
」
東
北
地
理
幻
。

(
M
H
)

保
柳
睦
美
こ
九
四
一
二
)
『
北
支
・
蒙
古
の
地
理
』
古
今
書
院
。

(
必
)
保
柳
睦
美
(
一
九
六
八
)
「
西
域
の
歴
史
時
代
に
お
け
る
白
然
の
変
動
」
史
苑
問
。
(
一
九
七
六
)
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
地
帯
の
自
然
の
変
遷
』
古

A
7
書
院
。

(
必
)
荒
川
秀
俊
(
一
九
五
五
)
「
京
都
に
お
け
る
観
桜
の
記
録
か
ら
推
定
さ
れ
る
気
候
の
変
動
」
地
学
雑
誌
刷
。

(
幻
)
荒
川
秀
俊
ご
九
五
四
)
「
五
世
紀
に
亘
る
諏
訪
湖
御
神
渡
の
研
究
」
地
学
雑
誌
問
。

(
必
)
山
本
武
夫
ご
九
六
七
)
「
歴
史
の
流
れ
に
沿
う
日
本
と
そ
の
周
辺
の
気
候
の
変
遷
」
地
学
雑
誌
刊
。
(
一
九
七
回
)
「
日
本
の
気
候
変
動
と
沖

積
世
の
寒
冷
気
候
」
第
四
紀
研
究
口
。

(
必
)
山
本
義
一
(
一
九
七
二
)
「
人
類
の
気
候
に
及
ぼ
す
影
響
」
佐
々
学
・
山
本
正
編
『
人
間
生
存
と
自
然
環
境
1
』
東
大
出
版
。

(
印
)
能
登
志
雄
二
九
六
六
)
『
気
候
順
応
』
古
今
書
院
。

(
日
)
鈴
木
秀
夫
ご
九
七
六
)
『
超
越
者
と
風
土
』
大
切
堂
。

(
閉
山
)
安
田
喜
憲
こ
九
七
一
一
一
)
「
東
北
地
方
に
お
け
る
後
氷
期
後
半
の
気
候
変
化
」
地
理
学
評
論
判
。

(
臼
)
安
田
喜
憲
(
一
九
七
六
)
「
日
本
列
島
に
お
け
る
更
新
世
|
完
新
世
の
境
界
に
つ
い
て
」
日
本
地
理
学
会
秋
季
学
術
大
会
要
旨
集
。

(
日
)
増
田
富
士
雄
・
平
一
弘
(
一
九
七
回
)
「
貝
化
石
の
酸
素
同
位
体
比
に
よ
る
一
房
総
半
島
中
部
更
新
統
の
古
水
温
」
地
質
学
雑
誌
加
。

(
日
)
同
c
u
B
B
P
H，
・
田
口
仏
国

O
E
O
-
ω
・

(51吋品川)、
H，
yo
ぐ
ゆ
え
片

g
-
ι
山
田
同
門
戸
ず
口
昨
日
。
ロ
。
『
ロ
由
同

ro口
同

HH【
回
口
一
可
口
問
。
ロ
白
ロ
島
町
曲
目
日
間
三
市
山
口
白
ー
ロ
ロ
叩

-HM白
-00中

ヨ
ロ

o
-
0
8、
oh
回
目
唱
。
田
口
門
戸
任
問
』
白
ロ
由
ロ

g
m
司

F
2
5
8口
叩
(
開
門
出
件
。

ισ
可

ω・
国

O丘
町
)
・
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(
砧
)
谷
阿
武
雄
(
一
九
六
一
一
一
)
『
平
野
の
地
理
』
古
今
書
院
P
加。

(
貯
)
直
良
信
夫
(
一
九
三
八
)
「
千
葉
県
市
川
市
鬼
高
泥
炭
層
発
掘
の
自
然
遺
物
」
人
類
学
雑
誌
目
。
(
一
九
四

O
)
「
古
代
日
本
の
植
物
に
つ
い
て
」

人
類
学
雑
誌
目
。

(
回
)
前
川
文
夫
こ
九
四
九
)
「
果
実
及
び
種
子
等
」
日
本
考
古
学
協
会
編
『
登
呂
』
。
こ
九
五
四
)
「
葉
・
果
実
お
よ
び
穂
子
等
に
つ
い
て
」
日
本

考
古
学
協
会
編
『
登
呂
』
。

(
印
)
前
川
文
夫
こ
九
五
二
)
「
加
茂
遺
跡
か
ら
出
た
小
形
植
物
性
遺
物
に
つ
い
て
」
三
田
史
学
会
編
『
加
茂
』
。

(
印
)
細
川
隆
英
(
一
九
五
八
)
「
果
実
及
び
種
子
等
」
九
州
文
化
総
合
研
究
所
編
『
安
国
寺
』
。

(
門
別
)
中
川
徳
治
(
一
九
五
一
一
一
)
「
自
然
遺
物
」
国
学
院
大
学
伊
場
遺
跡
調
査
隊
編
『
伊
場
遺
跡
』
浜
松
市
教
育
委
員
会
o

l

H

(

臼
)
籾
山
泰
一
(
一
九
六
二
)
「
果
実
並
び
に
種
子
類
」
後
藤
守
一
編
『
伊
一
豆
山
木
遺
跡
』
築
地
書
館
。

介
一
(
臼
)
紅
村
弘
(
一
九
六

O
)
「
種
子
類
」
小
坂
井
町
教
育
委
員
会
編
『
篠
束
』

0

(
制
)
直
良
信
夫
(
一
九
五
三
)
「
千
種
出
土
の
自
然
遺
物
」
新
潟
県
教
育
委
員
会
編
『
千
種
』

0

(
臼
)
直
良
信
夫
ご
九
五
五
)
「
平
出
遺
跡
発
掘
自
然
遺
物
の
考
察
」
平
出
遺
跡
調
査
会
編
『
平
出
』
。

(
砧
)
直
良
信
夫
(
一
九
六
二
)
「
堂
ノ
下
遺
跡
の
植
物
遺
体
新
潟
県
教
育
委
員
会
編
『
磐
丹
』
。

y
h
パ
(
向
別
)
直
良
信
夫
(
一
九
五
六
)
『
日
本
古
代
農
業
発
達
史
』
さ
え
ら
書
一
房
。
(
一
九
六
五
)
『
古
代
人
の
生
活
と
環
境
』
校
倉
書
房
。

(
印
)
粉
川
昭
平
こ
九
六
八
)
「
藤
原
宮
出
土
植
物
種
子
に
つ
い
て
」
奈
良
県
教
育
委
員
会
編
『
藤
原
宮
跡
見
こ
九
七
一
)
「
池
上
遺
跡
出
土
の
植

物
種
子
に
つ
い
て
」
第
2
阪
和
国
道
内
遺
跡
調
査
会
『
第
2
阪
和
国
道
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
4
』
。
こ
九
七
三
)
「
瓜
生
堂
遺
跡
出
土
の
植
物

種
子
類
に
つ
い
て
」
瓜
生
堂
遺
跡
調
査
会
編
『
瓜
生
堂
遺
跡
E
』
。
(
一
九
七
六
)
「
板
付
遺
跡
出
土
の
種
子
に
つ
い
て
」
福
岡
市
教
育
委
員
会
編

『
板
付
』
。

(
印
)
笠
原
安
夫
(
一
九
七
コ
己
「
川
入
・
上
東
遺
跡
よ
り
出
土
し
た
作
物
お
よ
び
雑
草
種
子
の
同
定
に
つ
い
て
」
岡
山
県
教
育
委
員
会
編
『
山
陽
新

幹
線
建
設
に
伴
う
調
査
E
』Q
(

一
九
七
六
)
「
日
本
に
お
け
る
作
物
と
雑
草
の
系
譜

ω・
凶
」
雑
草
研
究
れ
。

(
拘
)
佐
藤
敏
也
(
一
九
七
一
)
『
日
本
の
古
代
米
』
雄
山
閣
。

(
円
)
西
田
正
規
(
一
九
七
七
)
「
栽
培
種
子
」
ど
る
め
ん
問
。

(η)
松
永
満
夫
(
一
九
七
七
)
「
ア
ワ
類
似
炭
化
種
子
」
ど
る
め
ん
泊
。
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(
見
)
亘
理
俊
次
こ
九
四
九
)
「
木
材
」
日
本
考
古
学
協
会
編
『
登
呂
』
。
亘
理
俊
次
・
山
内
文
(
一
九
五
四
)
「
木
材
」
日
本
考
古
学
協
会
編
『
登

口
口
』
0

(
刊
)
一
旦
理
俊
次
・
山
内
文
(
一
九
五
二
)
「
加
茂
遺
跡
の
木
質
出
土
品
に
つ
い
て
」
三
国
史
学
会
編
『
加
茂
九
二
九
五
一
一
一
)
「
千
種
出
土
の
樹
種
」

新
潟
県
教
育
委
員
会
編
『
千
種
』
。
こ
九
六
二
)
「
木
材
」
後
藤
守
一
編
『
伊
豆
山
木
遺
跡
』
築
地
書
館
。
(
一
九
六
一
一
一
)
「
植
物
性
出
土
品
」
豊

橋
市
教
育
委
員
会
編
『
瓜
郷
』
。

(
日
)
山
内
文
二
九
六

O
)
「
篠
束
遺
跡
出
土
の
木
材
」
愛
知
県
小
坂
井
町
教
育
委
員
会
編
『
篠
束
』
。

(
叩
)
島
倉
己
三
郎
(
一
九
七

O
)
「
木
質
遺
物
の
解
剖
学
的
識
別
」
考
古
学
と
自
然
科
学
3
0
(
一
九
七
四
)
「
木
質
出
土
口
聞
の
調
査
」
奈
良
県
宇
陀

郡
榛
原
町
教
育
委
員
会
『
谷
畑
古
墳
』
。

(η)
西
田
正
規
(
一
九
七
三
)
「
遺
跡
出
土
炭
化
材
の
樹
種
固
定
に
つ
い
て
」
人
類
学
雑
誌
則
。
(
一
九
七
六
)
「
和
泉
陶
邑
と
木
炭
分
析
」
大
阪
府

教
育
委
員
会
『
陶
邑
』

0

(
m
m
)

千
浦
美
智
子
(
一
九
七
七
)
「
環
境
復
原
と
フ
ロ
テ
l
シ
ョ
ン
」
ど
る
め
ん
問
。

(
乃
)
堀
正
一
(
一
九
五
二
)
「
加
茂
遺
跡
泥
炭
層
の
花
粉
分
析
に
つ
い
て
」
三
田
史
学
会
編
『
加
茂
』
。
こ
九
五
九
)
「
青
森
県
亀
ケ
岡
遺
跡
の
花
粉

分
析
」
三
田
史
学
会
編
可
亀
ケ
岡
遺
跡
』
。

(
却
)
藤
則
雄
(
一
九
六
八
)
「
福
井
市
南
西
部
の
東
大
寺
領
道
守
荘
旧
耕
土
の
花
粉
学
的
研
究
」
第
四
紀
研
究

7
0
(
一
九
六
九
)
「
岡
山
県
津
島
遺

跡
の
花
粉
学
的
研
究
」
考
古
学
研
究
問
。

(
幻
)
飯
田
祥
子
(
一
九
七
回
)
「
花
粉
分
析
」
舞
鶴
市
教
育
委
員
会
編
『
桑
飼
下
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
o

那
須
孝
悌
・
飯
田
祥
子
(
一
九
七
五
)

「
青
森
県
石
亀
遺
跡
(
縄
文
晩
期
)
の
花
粉
分
析
」
平
安
情
物
館
編
『
石
亀
遺
跡
第
2
・

3
次
発
掘
調
査
概
報
』
。
新
戸
部
隆
こ
九
七
三
)
「
花

粉
分
析
に
つ
い
て
」
青
森
県
教
育
委
員
会
『
亀
ケ
岡
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
。

(
回
)
千
田
稔
(
一
九
七
一
)
「
奈
良
盆
地
弥
生
式
遺
跡
に
お
け
る
花
粉
分
析
学
的
考
察
」
地
理
学
評
論
糾
。
(
一
九
七
五
)
「
華
北
に
お
け
る
先
史
農

業
と
景
観
」
人
文
地
理
問
。

(
出
)
安
田
喜
憲
(
一
九
七
三
)
「
瓜
生
堂
遺
跡
の
泥
土
の
花
粉
分
析
」
瓜
生
堂
遺
跡
調
査
会
編
『
瓜
生
堂
E
』
。
こ
九
七
一
一
一
)
「
宮
城
県
多
賀
城
祉
の

泥
炭
の
花
粉
学
的
研
究
」
第
四
紀
研
究
口
。
(
一
九
七
四
)
「
上
東
遺
跡
の
泥
土
の
花
粉
分
析
」
岡
山
県
教
育
委
員
会
編
『
山
陽
新
幹
線
に
伴
う
調

査
E
』
。
こ
九
七
回
)
「
弥
生
時
代
遺
跡
の
花
粉
学
的
研
究
」
立
命
館
文
学
制

l
制
。
(
一
九
七
五
)
「
花
泉
層
の
花
粉
分
析
」
岩
手
県
花
泉
町
教
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育
委
員
会
編
『
花
泉
下
金
森
遺
跡
』
。
こ
九
七
七
)
「
柏
田
遺
跡
の
泥
土
の
花
粉
分
析
」
福
岡
県
教
育
委
員
会
編
『
山
陽
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
4
』。

(
剖
)
安
田
喜
憲
(
一
九
七
七
)
「
里
田
原
遺
跡
の
古
環
境
復
原
調
査
I
」
長
崎
県
教
育
委
員
会
編
『
里
原
遺
跡
』
。

(
回
)
中
村
純
ご
九
七
回
)
「
イ
ネ
科
花
粉
に
つ
い
て
、
と
く
に
イ
ネ
(
。
ミ
N
Q
S
H
e
b
)

を
中
心
と
し
て
」
第
四
紀
研
究
問
。
(
一
九
七
六
)
「
板

付
遺
跡
の
花
粉
科
学
的
研
究
」
福
岡
市
教
育
委
員
会
編
『
板
付
』
。

(
部
)
日
比
野
紘
一
郎
・
安
田
喜
憲
(
一
九
七
一
二
)
「
宮
城
県
内
に
お
け
る
空
中
花
粉
と
植
生
の
関
係
」
東
北
地
理
問
。

(
釘
)
藤
原
宏
志
(
一
九
七
六
)
「
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
法
の
基
礎
的
研
究
山
」
考
古
学
と
自
然
科
学

g
o
(
一
九
七
六
)
「
板
付
遺
跡
に
お
け
る

E
g
H
O
U曲
目
分
析
」
福
岡
市
教
育
委
員
会
編
『
板
付
』
。
ご
九
七
七
)
「
里
田
原
遺
跡
の
土
壌
の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
」
長
崎
県
教
育
委
員

会
編
『
旦
田
原
遺
跡
』
。
二
九
七
七
)
「
柏
田
遺
跡
土
壌
の
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
」
福
岡
県
教
育
委
員
会
編
『
山
陽
新
幹
線
関
係
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
4
』。

(
邸
)
渡
辺
直
経
(
一
九
七
コ
了
七
四
)
「
灰
像
に
よ
る
植
物
遺
残
の
検
出
に
つ
い
て
上
・
下
」
考
古
学
研
究
叩
・
引
。
松
谷
暁
子
ご
九
六
九
)
「
考

古
学
に
お
け
る
灰
像
法
の
利
用
」
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
日
。

(
朗
)
千
葉
徳
商
(
一
九
五

O
)
『
ハ
ゲ
山
の
研
究
』
古
今
書
院
。

(
叩
)
千
葉
徳
爾
こ
九
五
五
)
「
東
ア
ジ
ア
の
人
為
的
荒
廃
林
地
に
関
す
る
予
察
報
告
」
東
北
地
理
8
0
(
一
九
六
七
)
「
最
近
の
朝
鮮
半
島
南
部
に

お
け
る
林
地
荒
廃
状
況
の
観
察
」
東
北
地
理
問
。
(
一
九
六
七
)
「
華
南
山
岳
地
帯
の
焼
畑
耕
作
」
地
理
科
学
8
0
(
一
九
七

O
)
「
近
世
中
末
期
美

濃
地
方
の
丘
陵
地
に
お
け
る
林
野
の
荒
廃
に
つ
い
て
」
愛
知
大
学
総
合
郷
土
研
究
所
紀
要
問
。
(
一
九
七
二
)
「
中
国
南
部
の
土
壌
侵
蝕
と
農
耕
文

化
」
歴
史
地
理
学
紀
要
目
。

(
引
)
安
田
喜
憲
(
一
九
七
四
)
「
農
耕
伝
播
に
よ
る
人
類
の
森
林
破
壊
の
比
較
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
人
文
地
理
問
。

(
幻
)
塚
田
松
雄
・
安
田
喜
憲
他
三
名
(
一
九
七
七
)
「
韓
国
に
お
け
る
環
境
変
遷
史

I
l束
草
に
お
け
る
植
生
史
|
」
日
本
第
四
紀
学
会
講
演
要
旨

集
。
(
一
九
七
七
)
「
韓
国
に
お
け
る
環
境
変
遷
史

E
l植
生
史
か
ら
み
た
日
本
と
の
比
較
」
日
本
生
態
学
会
大
会
講
演
要
旨
集
。

(
部
)
長
谷
部
一
盲
人
ご
九
二
五
)
「
石
器
時
代
家
犬
に
就
て
」
人
類
学
雑
誌
判
。

(
山
田
)
直
良
信
夫
(
一
九
五
一
)
「
宮
城
県
上
川
名
貝
塚
発
掘
の
家
犬
の
遺
骸
」
古
代
3
0
(
一
九
五
二
)
「
動
物
及
び
動
物
質
食
糧
」
日
本
考
古
学
研

究
所
『
姥
山
貝
塚
』
。
こ
九
五
二
)
「
加
茂
遺
跡
発
掘
の
動
物
遺
存
体
」
一
一
一
回
史
学
会
編
『
加
茂
遺
跡
』
。
こ
九
五
八
)
「
第
二
次
朗
塚
遺
跡
発
掘



自然環境と人類とのかかわりあいの史的研究序説

の
脊
椎
動
物
遺
体
」
浜
松
市
教
育
委
員
会
編
『
規
塚
遺
跡
ー
そ
の
第
二
次
発
掘
調
査
』
。
(
一
九
五
九
)
「
岩
手
県
花
泉
町
金
森
の
化
石
類
と
人
類

遺
物
と
考
恕
さ
れ
る
骨
角
器
に
つ
い
て
」
第
四
紀
研
究
1
0

(
町
)
直
良
信
夫
二
九
五
回
)
「
日
本
旧
石
器
時
代
の
研
究
」
早
稲
田
大
学
考
古
学
研
究
室
報
告
第
2
冊
。
(
一
九
六
五
)
『
日
本
産
狼
の
研
究
』
校
倉

書
房
一
。
(
一
九
六
八
)
『
狩
猟
』
法
政
大
学
出
版
局
。
(
一
九
七
二
)
『
古
代
遺
跡
発
掘
の
脊
椎
動
物
遺
体
』
校
倉
書
一
房
。
(
一
九
七
三
)
『
古
代
遺
跡

発
掘
の
家
蓄
遺
体
』
校
倉
書
一
房
。

(
郎
)
金
子
治
日
間
(
一
九
六
八
)
「
自
然
遺
物
」
千
葉
市
教
育
委
員
会
編
『
加
曽
利
貝
塚
I
』
。
〈
一
九
七
六
)
「
加
曽
利
南
貝
塚
の
動
物
」
杉
原
荘
介
編

『
加
曽
利
南
貝
塚
』
中
央
公
論
美
術
出
版
。

(
幻
)
金
子
治
昌
(
一
九
七
二
)
「
栄
浦
第
二
、
4
・

7
・
8
・
日
・
ロ
号
竪
穴
に
伴
う
動
物
遺
骸
の
概
要
」
東
京
大
学
文
学
部
考
古
学
教
室
編
豆
常

呂
』
。
二
九
七
三
)
「
オ
ン
コ
ロ
マ
ナ
イ
貝
塚
に
お
け
る
動
物
遺
骸
」
大
場
利
夫
・
大
井
晴
男
編
『
オ
ソ
コ
ロ
マ
ナ
イ
貝
塚
』
東
京
大
学
出
版
会
。

(
部
)
金
子
治
昌
ご
九
七
四
)
「
動
物
遺
存
体
」
東
京
教
育
大
学
文
学
部
編
『
オ
ン
ネ
モ
ト
遺
跡
』
東
京
教
育
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
N
。

(
伺
)
金
子
治
周
回
(
一
九
七
五
)
「
大
畑
貝
塚
出
土
の
脊
椎
動
物
遺
存
体
」
福
島
県
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
編
『
大
畑
貝
塚
調
査
報
告
』
。

(
削
)
金
子
治
昌
二
九
七
ご
「
動
物
遺
存
体
」
岩
手
県
花
泉
教
育
委
員
会
『
貝
烏
貝
塚
』
0

(m)
林
謙
作
こ
九
七

O
)
「
宮
城
県
浅
部
貝
塚
出
土
の
シ
カ
・
千
ノ
シ
シ
遺
体
」
物
質
文
化
向
。
(
一
九
七
一
)
「
宮
城
・
浅
部
貝
塚
出
土
の
動
物

遺
体
」
物
質
文
化
日
。

(
即
)
千
葉
徳
爾
(
一
九
五
九
)
「
九
州
島
北
部
の
野
生
大
型
補
乳
類
分
布
」
地
理
学
評
論
担
。
(
一
九
六
一
ニ
)
「
猪
・
鹿
の
捕
獲
量
の
地
理
的
意
義
」
地

理
学
評
論
初
。
(
一
九
六
四
)
「
日
本
列
島
に
お
け
る
猪
鹿
の
棲
息
状
態
と
そ
の
変
動
」
地
理
学
評
論
幻
。
(
一
九
七
五
)
「
蔵
王
東
山
麓
に
お
け
る

野
生
大
型
晴
乳
類
の
分
布
お
よ
び
そ
の
変
動
に
つ
い
て
」
東
北
地
理
幻
。

(m)
千
葉
徳
商
(
一
九
六
九
)
『
狩
猟
伝
承
研
究
』
風
間
書
一
房
ο

(

一
九
七
二
)
『
続
狩
猟
伝
承
研
究
』
風
間
書
一
房
一
。
(
一
九
七
五
)
『
狩
猟
伝
承
』
法

政
大
学
出
版
局
。

(
削
)
高
橋
春
成
二
九
七
七
)
「
広
島
県
南
東
部
に
お
け
る
猪
の
生
態
地
理
的
研
究
」
地
理
科
学
幻
。

(
邸
)
玄

2
8・開・
ω・
(55
〉

8
5宮
H
U
s
r
z
g
t
z
s
n
E
;
E
S
P
E
E
D
-
-ロ∞
n
g
P
E
S
o
h
o包
包

uMULeqssbq¥

。ss、H-

(
附
)
大
山
伯
ご
九
三
一
)
「
白
井
貝
塚
採
集
の
貝
塚
」
史
前
学
雑
誌
3
0

109 



110 

(
即
)
酒
詰
仲
男
(
一
九
五
九
)
『
日
本
貝
塚
地
名
表
』
日
本
科
学
社
。

(
別
)
金
子
治
昌
・
田
中
新
史
・
鈴
木
洋
子
(
一
九
七
一
一
一
)
「
動
物
遺
存
体
」
東
京
教
育
大
学
文
学
部
編
『
貝
の
花
貝
塚
』
東
京
教
育
大
学
文
学
部
考

古
学
研
究
報
告

E
。

(
則
)
渡
辺
誠
二
九
七
三
)
『
縄
文
時
代
の
漁
業
』
雄
山
閣
。

(m)
赤
沢
威
(
一
九
六
九
)
「
縄
文
貝
塚
産
魚
類
の
体
長
組
成
並
び
に
そ
の
先
史
漁
携
学
的
意
味
」
人
類
学
雑
誌

η
。

(
凹
)
小
池
裕
子
こ
九
七
三
)
「
貝
類
の
研
究
法
|
貝
類
採
集
の
季
節
性
に
つ
い
て
|
」
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
加
。

同
grow
出
・
(
忌
誌
)
む
白

F
q
m
H
O唱
Hr--ロ巾田

oh
岳
叩
の

Z
B
W
F向
叩
門
町
同
弘
同
日
ロ
凹

CHEWM3b問
、
ロ
ミ
、
・
口
弘
司

H-b同
hsHbMd』
vqNqhHDQN
九叫色町田町守

口
¥
見
令
官
お
宝
・

(
即
)
千
葉
徳
爾
ご
九
六
六
)
前
掲
。

(
出
)
千
葉
徳
爾
ご
九
六
七
)
「
シ
ナ
嶺
南
地
方
の
風
土
病
「
摩
矯
」
の
地
理
学
的
考
察
」
地
理
学
評
論
判
。
(
一
九
七
一
一
)
「
八
重
山
諸
島
に
お
け

る
マ
ラ
リ
ア
と
住
民
」
地
理
学
評
論
崎
。

(
叫
)
藤
岡
謙
二
郎
(
一
九
五
五
)
『
先
史
地
域
及
び
都
市
域
の
研
究
』
柳
原
書
庖
。

(
山
)
巧

E
E
F
z・
0
呂
田
)
、

E
O
P
E
-
S
H
O
B
S
E
s
a自
己
的
自

o
h
Eロ
r
E
Zコ
宮
田

E

5

8
ロロ

s
t
o
p
s
n
V
H
o
g
-
o
q
E

白
E
F
Sロ
ロ
ゲ
色
、
田
口
仏

R
口
『
白
目
。

-o四日、
uhqRw、
・
ロ
¥
吋
h
N

円
ミ
・
ロ
¥
句
円
凡
・
円
、
誌
な
・
色
¥
同

3bb-ybwFpn-
同
・
(
呂
田

H)
〉

HO三
ω司

o
h
E
H
Z
m
g
o
H
F
D
E

門山田口
G
司
口
凹

E

Z

E司
g
w
h
h芯
誌
、
向
出
品
、

RHm巴
町
・
回
・

(HU印
由
)
の

r
gロ
o
g包
g
-
E口
r問
HDEロ
向
日
向
。
片
的

E
門戸山

2
0回
目
-
口

HD叩〈
OEHTU口
田
口
円
四

官
官
官
-
S
F
E
o
q
g
E
]
V
E
-
-
~室
、
.
ロ
¥
同
吋

a
s
h
-
-
¥
九
WR-
門
、
誌
な
・
も
¥
同

2
S
H
P
~叫町内・
ω・

(
出
)
こ
う
し
た
考
古
学
的
遺
物
・
遺
跡
の
年
代
測
定
法
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
『
考
古
学
と
自
然
科
学
』
(
京
都
大
学
原
子
炉
実
験
所
編
集
・
発

行
)
に
各
分
野
か
あ
の
論
文
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
即
)
木
越
邦
彦
(
一
九
六
七
)
「
炭
素
M
に
よ
る
年
代
測
定
の
誤
差
と
そ
の
補
正
」
第
四
紀
研
究
8
0
(
一
九
六
八
)
「
U
年
代
測
定
値
の
広
い
意
味

で
の
誤
差
に
つ
い
て
」
考
古
学
と
自
然
科
学
1
0

(
国
)
浜
田
達
二
こ
九
七

O
)
「
C
l
u年
代
測
定
に
お
け
る
試
料
の
問
題
」
考
古
学
と
自
然
科
学
3
0
(
一
九
七
七
)
「
引
に
よ
る
年
代
測
定
」
化

学
の
領
域
針
。

(
凹
)
浜
田
知
子
ご
九
七
五
)
「

C
l
H年
代
測
定
担
当
者
か
ら
考
古
学
者
へ
」
考
古
学
と
自
然
科
学

B
。



自然環境と入類とのかかわりあいの史的研究序説

吋

o
r
o
r
E
C巳
4
2印
日
々
月
白
血
い

on白
叶
ず

O口

ζ
四国印

EHHHHO口
付
・
句
円
凡
・
均
町
、

-
q
¥
同
zbbqhミ
ロ

て

・

h
s
s
H
H
E
M
S、・

(
C同
q
h『
hN』
VMWU、

)

町
田
洋
・
鈴
木
正
男
(
一
九
七
ご
「
火
山
灰
の
絶
対
年
代
と
第
四
紀
後
期
の
編
年

l
ブ
ィ
ヅ
シ
ョ
ン
ト
ラ
ツ
グ
法
に
よ
る
試
み
|
」
科
学
制
。

ωロ
NEr--
玄
・

(HU芯
)
(
U
F
3
5
-
c
m同
O『
岳

白

叶

2
r
F
E
E
-
2
5
8
2
Z
E
U宮
内
田
ず
可
目
白
色
D
口
口
白
口
}
門
出
口
仏

O
Z広
岡
田
ロ

FM三
町
田
片
山

O口

【目白片山口

mu
同】』
W

向
。
宮
内
同
町
、
S
Qミ
~
同
町
崎
町
む
、
円
』
〆
コ
・

(
山
)
鈴
木
正
男
(
一
九
六
九
)
「
フ
ィ
ツ
シ
ョ
ン
ト
ラ
ッ
ク
法
に
よ
る
問
中
日
曜
石
の
噴
出
年
代
と
ウ
ラ
ン
濃
度
の
測
定
(
第
1
報

)
l石
器
時
代
黒
曜

石
製
石
器
の
原
産
地
推
定
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
|
」
第
四
紀
研
究
8
0
(
一
九
七
ご
「
野
川
遺
跡
出
土
黒
曜
石
の
原
産
地
推
定
お
よ
び
水
和
層

測
定
」
第
四
紀
研
究
叩
。

(m)
谷
岡
武
雄
(
一
九
六
一
二
)
前
掲

w
i伺
P
。

(
国
)
千
葉
徳
爾
(
一
九
六
六
)
前
掲
。

(
問
)
阪
口
豊
こ
九
七
回
)
『
泥
炭
地
の
地
学
』
東
大
出
版
。

(
邸
)
忌
5
白
H
P
]出
-OH
白
「

(HU印
ω
)
Nロ吋

g
Z
E門
戸
戸
口
四
円

H
Z
〉

E
田
町
民
日
・

ω目白血
-
V呂、・
N1hR・
ωミ
・

同

q
b
g
N色
。
匂
誌
を

w
由・

(m)
一
二
位
秀
夫
(
一
九
六

O
)
「
八
郎
潟
の
沖
積
層
」
東
北
大
理
科
報
告
第
2
集
(
地
質
学
)
特
別
号
4
0

(m)
貝
塚
爽
平
(
一
九
六
一
)
「
目
黒
区
の
自
然
の
生
い
た
ち
」
目
黒
区
史
。

(
凶
)
石
田
志
郎
・
横
山
卓
雄
(
一
九
六
九
)
「
東
海
地
方
の
鮮
新
・
更
新
世
火
山
灰
層
序
及
び
士
口
地
理
・
権
造
発
達
史
を
中
心
と
し
た
諸
問
題
」
第

四
紀
研
究
8
0

(
削
)
梶
山
彦
太
郎
・
市
原
実
ご
九
七
三
)
前
掲
。

(
肌
)
関
白

-
g
r
p
ω
-
Z
R
5
0
w
J同・

8
門
田
云
白

H
E
E
-
-・
(
同
也
吋
叶
)
河

0
8
5
h
G
H
H
H
g
t
o口
白
口
品
一
昨
日
戸
包
叶
宮
田
印

-

Sロ
om同白日】
FM『
山
口
出
口
円
四
国
同
ロ
ロ
ロ
仏

吋

orou可
回
白

MJ
口
町
ロ
ロ
回
目
』

mH】
回
ロ
・
。

S
H同町、、芯
Q
『
し
可
河
内
白
一
向
ぬ
『
円

hy
吋
-

(
問
)
貝
塚
爽
平
(
一
九
六
四
)
『
東
京
の
自
然
史
』
紀
伊
国
屋
新
書
。

(邸

)
E
E
F
ζ
四
件
。
-
・

2
8
3
同
J宮
古

ONaH円
九

s
h
N
e
s
S
H
q
¥
H
b町
、
白
、
白
雪
認
定
患
礼
的
・

3
E
r
g
白

r
o
r
g
-

(
出
)
貝
塚
爽
平
・
成
瀬
洋
(
一
九
七
七
)
「
士
口
地
理
の
変
遷
」
日
本
第
四
紀
学
会
編
『
日
本
の
第
四
紀
研
究
』
東
大
出
版
。

(
郎
)
第
四
紀
地
殻
変
動
研
究
グ
ル
ー
プ
(
一
九
六
八
)
「
第
四
紀
地
殻
変
動
図
」
第
四
紀
研
究
7
0

(
邸
)
鈴
木
秀
夫
(
一
九
六
二
)
「
低
位
周
氷
河
現
象
の
南
限
と
最
終
氷
期
の
気
候
区
界
」
地
理
学
評
論
目
。
(
一
九
七
二
)
「
ヴ
ェ
ル
ム
氷
期
の
世
界

121 120 
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の
気
候
」
第
四
紀
研
究
日
。
(
一
九
七
回
)
「
ヒ
プ
シ
サ
l
マ
ル
に
お
け
る
世
界
の
気
候
」
第
四
紀
研
究
問
。

(
邸
)
日
本
地
質
学
論
集
7
号
編
集
委
員
会
こ
九
七
二
)
「
日
本
の
貝
塚
分
布
図
お
よ
び
縄
文
海
進
の
海
岸
線
図
」
日
本
地
質
学
会
編
『
地
質
学
論

集

7
』。

(
問
)
松
島
義
章
・
大
嶋
和
雄
二
九
七
四
)
「
縄
文
海
進
期
に
お
け
る
内
湾
の
軟
体
動
物
群
集
」
第
四
紀
研
究
問
。

(
瑚
)
赤
松
守
雄
二
九
六
九
)
「
北
海
道
に
お
け
る
貝
塚
の
生
物
群
集
」
地
球
科
学
問
。

(
瑚
)
塚
田
松
雄
二
九
七
四
(
『
古
生
態
学
E
』
共
立
出
版
。

(
削
)
藤
岡
謙
二
郎
(
一
九
五
五
)
前
掲
。

(
四
)
谷
阿
武
雄
(
一
九
六
一
ニ
)
前
掲
。

(
国
)
安
田
喜
憲
(
一
九
七
四
)
「
日
本
列
島
に
お
け
る
晩
氷
期
以
降
の
植
生
変
遷
と
人
類
の
居
住
」
第
四
紀
研
究
問
。

(
出
)
能
登
志
雄
(
一
九
七
三
)
「
人
間
と
環
境
の
か
か
わ
り
あ
い
」
地
理
問

(
凶
)
外
村
直
彦
(
一
九
七
五
)
『
日
本
文
明
の
原
構
造
』
朝
日
出
版
社
。

(
附
)
菊
地
利
夫
(
一
九
七
七
)
『
歴
史
地
理
学
方
法
論
』
大
明
堂
。



村
落
の
歴
史
地
理




