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「地方測量之圖」（京都大学工学部資源工学教室所蔵）



　
じ
　
　
か
た
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地
方
測
量
之
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」
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考
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一
絵
師
は
は
た
し
て
北
斎
か
一

山

孝

史

は
　
じ
　
め
　
に

　
要
図
（
口
絵
写
真
）
は
京
都
大
学
工
学
部
資
源
工
学
教
室
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
江
戸
末
期
の
木
版
多
色
刷
の
錦
絵
（
大
々
判
、
枠
な
し
三
七
×
九
七
㎝
）

で
あ
る
。
寄
贈
者
は
同
教
室
の
前
身
で
あ
っ
た
採
鉱
冶
金
学
教
室
教
授
の
阿

写真1落款

部
正
義
博
士
（
明
治
四
十
・
一
九
〇
七
年
退
官
）
で
あ
る
。
そ
の
表
題
が
示

す
と
お
り
、
こ
の
図
は
土
地
の
距
離
や
面
積
を
測
量
す
る
様
子
を
描
い
て
お

り
、
測
量
術
を
図
解
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

資
源
工
学
教
室
所
蔵
図
は
軸
装
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
貼
付
さ
れ
た
付
箋
に

は
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
に
福
岡
の
江
藤
正
澄
と
い
う
人
物
（
古
書

画
商
か
）
が
こ
の
図
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
江
藤
氏
は

こ
の
図
が
葛
飾
北
斎
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
が
、
そ
の
根
拠
は
図
面
左
下
角
の
「
齢
八
十
九
歳
　
卍
老
人
筆
」
の
落
款

（
写
真
1
）
で
あ
ろ
う
。
北
斎
は
三
十
を
こ
え
る
画
名
を
用
い
て
お
り
、
卍

は
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
か
ら
九
十
歳
で
亡
く
な
る
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年

の
間
に
用
い
ら
れ
た
最
後
の
画
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
地
方
測
量
之
図
」
は

北
斎
最
晩
年
（
嘉
永
元
・
一
八
四
八
年
）
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
筆
者
が
そ
も
そ
も
「
地
方
測
量
難
解
」
に
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の



r地方測量之図」小考（山崎）

は
、
以
前
勤
務
し
て
い
た
京
都
大
学
文
学
部
地
理
学
教
室
が
一
九
九
二
年
四

月
に
同
大
学
文
学
部
博
物
館
に
お
い
て
「
近
世
の
地
図
と
測
量
術
」
と
題
す

る
企
画
農
示
を
行
っ
た
際
に
、
こ
の
図
を
農
示
鹸
と
し
て
加
え
た
こ
と
が
契

機
で
あ
っ
た
。
展
示
を
計
画
す
る
段
階
で
筆
者
を
含
む
同
教
室
の
教
官
が
、

鉱
山
図
の
類
の
地
図
を
借
用
す
る
と
い
う
意
図
の
下
に
同
大
学
工
学
部
資
源

工
学
教
室
を
訪
問
し
た
と
き
、
半
ば
偶
然
に
同
舎
に
屋
を
止
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。
原
図
は
軸
装
さ
れ
て
い
た
の
で
保
管
状
態
が
良
く
、
ひ
ど
い
退
色
も

な
い
上
、
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
企
画
展
示
の
テ
ー
マ
と
合
致
し
て
い
た

の
で
、
同
説
は
直
ち
に
展
示
晶
リ
ス
ト
の
中
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
筆

者
の
印
象
と
し
て
、
製
図
の
色
彩
や
構
図
は
見
る
者
に
非
常
に
強
い
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
同
図
は
企
画
展
示
の
主
旨
を
説

明
す
る
最
も
中
心
的
な
展
示
棚
の
中
に
置
か
れ
、
展
示
会
の
ポ
ス
タ
ー
や
展

示
会
図
録
、
学
内
広
報
紙
の
蓑
紙
、
新
聞
記
事
、
さ
ら
に
は
テ
レ
ビ
取
材
の

第
一
画
面
を
飾
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
地
方
測
蚤
之
図
」
は
岩
波
書
店
刊
『
国
書
総
爵
録
』
に
よ
る
と
、

国
内
で
は
京
都
大
学
以
外
に
も
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
い

ず
れ
も
北
斎
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
に
東
窟
・
東
武
美
術
館

ほ
か
で
開
催
さ
れ
た
「
大
北
旧
藩
」
に
も
北
斎
研
究
家
ピ
ー
タ
ー
・
モ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
℃
Φ
仲
O
H
　
ツ
R
O
触
ω
O
）
氏
所
蔵
の
同
図
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
ラ
イ
デ
ン
国
立
民

族
字
博
物
館
の
マ
テ
ィ
・
フ
ォ
ラ
ー
（
該
雪
げ
げ
げ
剛
　
国
O
村
H
O
8
）
博
士
編
集
の
癒
集

、
、
国
○
丙
¢
ω
諺
胃
．
も
同
図
（
ホ
ノ
ル
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
・
オ
ブ
・
ア
ー
ツ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
②

蔵
）
を
収
載
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
「
地
方
測
量
構
図
」

は
作
成
年
の
明
か
な
北
斎
晩
年
の
作
品
と
し
て
国
際
的
に
も
認
知
さ
れ
て
い

　
　
　
　
③

る
の
で
あ
る
。

　
詫
斎
が
九
や
歳
で
亡
く
な
る
前
年
に
こ
の
よ
う
な
見
事
な
画
を
残
し
た
と

し
た
ら
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
図
に
限
り
北
斎
の
作

晶
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
若
干
の
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
仮
に
北
斎
の
作
品

で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
図
を
風
景
画
や
人
物
画
に
代
表
さ
れ
る
彼
の
他
の

作
品
と
同
列
に
扱
う
こ
と
に
筆
者
は
い
さ
さ
か
の
抵
抗
感
を
覚
え
る
。
も
と

よ
り
筆
者
は
地
理
学
を
専
門
と
し
て
お
り
、
美
術
史
学
の
観
点
か
ら
こ
の
図

が
北
斎
の
作
で
あ
る
か
否
か
を
鑑
定
す
る
能
力
を
全
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
が
、
土
地
測
量
・
地
図
作
成
技
術
史
上
の
い
く
つ
か
の
事
実
か
ら
こ
の
図

の
性
格
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
自
身
の
疑
問
に
答
え
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
真
の
絵
師
の
特
定
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む

し
ろ
こ
の
図
を
歴
史
資
料
の
一
つ
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
小
稿
の

目
的
と
な
る
。

①
朝
日
新
聞
社
ほ
か
編
『
江
戸
が
生
ん
だ
世
界
の
絵
師
「
大
北
眼
底
」
図
版
編
』

朝
田
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
、
一
五
九
頁
参
照
。

②
団
o
q
o
5
護
舞
昏
一
a
‘
導
ぎ
恥
翁
黛
、
§
誉
ミ
ミ
b
曇
ミ
把
偽
勲
摩
。
・
。
8
一
㌧

　
一
り
り
討
℃
鳳
昌
け
累
ρ
o
Q
餅

③
こ
の
ほ
か
中
村
拓
監
修
『
二
本
古
地
図
大
成
』
、
講
談
社
、
一
九
七
二
年
の
第
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四
章
「
国
図
」
の
と
び
ら
に
誓
教
寺
蔵
の
愚
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高

木
菊
三
郎
『
日
本
に
於
け
る
地
図
測
量
の
発
達
に
関
す
る
研
究
』
、
風
間
書
房
、
一

九
六
六
年
の
巻
頭
に
も
同
様
の
「
地
方
測
量
之
図
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
北
斎
図
の
写
し
で
あ
る
。

二
　
描
か
れ
た
嘉
物

　
ま
ず
、
同
図
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
字
と
事
物
を
検
討
し
て
み
た
い
。
文

字
の
部
分
で
は
、
右
上
灘
に
図
の
表
題
が
記
さ
れ
、
長
方
形
の
枠
内
に

　
　
地
方
測
量
術
免
許

　
　
　
　
　
長
谷
川
善
左
衛
門
弘
□
□

　
　
　
越
前
福
井
藩
　
　
大
橋
文
五
右
衛
門
敏
之

　
　
　
肥
前
大
村
藩
　
　
森
荘
助
英
明

　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
川
原
順
左
衛
門
忠
正

と
あ
る
。
他
の
「
地
方
測
量
之
図
」
の
記
載
か
ら
判
断
す
る
と
判
読
で
き
な

い
文
字
は
「
門
人
」
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
図
の
左
上
方
に
は
二
十
行
に
わ
た
る
解
題
が
あ
り
、
こ
の
図
の
作

成
意
図
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
判
読
で
き
な
い
都
移
は
他
の
同

図
に
よ
っ
た
）
。

　
　
土
地
を
量
り
て
遠
近
広
狭
高
低
曲
直
等
を
く
は
し
う

　
　
知
る
は
国
家
有
益
の
要
務
に
し
て
修
論
の
縄
張
り
を
始
め

　
　
　
　
（
掘
）

　
　
川
を
口
り
堤
を
築
き
な
ど
皆
此
法
に
よ
ら
ず
と
い
ふ
事

な
し
さ
れ
ば
昔
よ
り
其
術
を
考
へ
此
道
に
用
ふ
べ
き
器
を

つ
く
り
し
人
は
あ
ま
た
あ
り
し
中
に
故

長
谷
川
翁
は
関
流
の
正
統
に
し
て
数
学
の
精
妙
な
る
事
は

（
世
）

□
に
よ
く
知
る
所
に
し
て
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
量
地
の
術
は

あ
ら
た
に
大
方
儀
と
い
ふ
一
つ
の
器
を
つ
く
り
て
門
人
等
に

授
け
玉
ひ
し
に
鳳
堂
露
よ
く
そ
の
伝
を
得
て
地
方
の

法
を
大
成
し
一
書
を
あ
ら
は
し
て
巻
末
に
墓
地
の
術
を

載
せ
ら
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
か
の
大
方
儀
大
に
行
は
れ
て

此
流
を
く
め
る
人
少
か
ら
ず
其
後

旙
漢
先
生
に
至
り
て
も
猶

故
翁
に
か
は
る
こ
と
な
く
教
を
う
く
る
も
の
あ
ま
た
に
て
其

名
し
る
し
尽
し
か
た
し
さ
る
中
に
も
此
三
人
の
人
々
は
日
夜

つ
と
め
学
び
て
芸
術
い
と
く
は
し
う
此
た
び

師
よ
り
其
道
の
免
許
を
さ
へ
う
け
給
て
猶
此
わ
ざ
に

（
お
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
社
）

臼
こ
た
る
事
な
し
こ
れ
ら
の
故
由
越
中
に
つ
た
え
て
人
々
の

は
げ
み
に
も
な
れ
か
し
と
て
土
地
を
量
る
図
を
う
つ
し

出
て
初
学
の
人
を
み
ち
び
く
た
よ
り
と
す
る
な
ん

　
　
　
　
　
　
身
命
長
谷
川
先
生
門
人

　
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
盛
岡
藩

嘉
永
元
年
三
月
　
　
　
梅
村
徳
兵
衛
重
得
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つ
ま
り
、
前
半
部
で
は
土
木
事
業
を
は
じ
め
と
し
て
土
地
を
測
量
す
る
必
要

性
が
高
ま
り
、
関
直
和
算
術
の
流
れ
を
く
む
「
故
長
谷
川
翁
」
な
る
人
物
が

「
大
方
儀
偏
と
い
う
測
量
器
具
を
考
案
し
、
「
鳳
堂
霜
」
と
い
う
彼
の
門
人
の

書
を
通
し
て
彼
の
測
量
術
と
測
量
器
具
が
広
く
流
布
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
後
半
部
で
は
「
旙
漢
（
長
谷
川
）
先
生
」
も
「
故
翁
」
同
様
に

多
く
の
門
人
を
持
ち
、
中
で
も
「
此
三
人
」
が
精
進
し
今
般
測
量
術
免
許
を

授
か
り
、
こ
れ
ら
の
事
績
を
土
地
測
量
の
図
の
出
版
に
よ
っ
て
後
学
の
人
々

に
つ
た
え
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
故
長
谷
川
翁
」
と
は
近
世
後
期
の
江
戸
の
和
算
家
で
多
く
の
門
人

を
抱
え
た
長
谷
川
善
左
衛
門
寛
で
あ
り
、
「
茶
壷
先
生
」
は
寛
の
数
学
道
場

を
受
け
継
い
だ
（
養
）
子
の
弘
で
あ
る
。
「
鳳
堂
君
」
と
は
寛
の
弟
子
で
天
保

八
（
一
八
三
七
）
年
に
『
纂
法
地
方
大
成
』
全
五
巻
を
著
し
た
秋
田
十
七
郎

義
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
枠
内
の
揚
名
は
（
解
題
に
署
名
の
あ
る
一
名
も

含
め
）
長
谷
川
幾
の
数
学
道
場
の
門
人
で
、
関
流
和
箕
術
の
系
統
に
属
す
る

測
量
術
を
修
得
し
た
地
方
藩
士
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
、
図
自
体
の
部
分
に
は
、
入
り
江
を
白
む
い
く
つ
か
の
小
丘
陵
か
ら

な
る
（
お
そ
ら
く
は
架
空
の
）
地
域
に
、
城
下
町
を
含
む
い
く
つ
か
の
家
屋

群
（
集
落
）
と
二
十
二
名
の
人
物
が
猫
か
れ
て
い
る
。
叡
紋
入
り
の
陣
幕
を

張
り
海
岸
で
砲
術
訓
練
を
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
五
名
の
人
物
を
除
き
、
い

ず
れ
の
人
物
も
測
量
作
業
に
従
事
し
て
い
る
。
図
最
前
方
の
七
名
の
人
物
は

い
く
つ
か
の
測
董
器
具
を
操
作
し
て
い
る
が
、
注
意
深
く
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
の
人
物
が
器
具
の
操
作
に
あ
た
っ
て
尋
問
し
つ
つ
も
異
な
っ
た
役
割
を
担

っ
て
い
る
こ
と
が
蓑
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ほ
う
ぎ

　
前
方
右
側
で
は
二
人
の
人
物
が
「
大
方
儀
」
を
操
作
し
て
い
る
（
写
真
2
）
。

大
方
儀
と
は
水
平
角
と
鉛
直
角
を
同
時
に
計
測
で
き
る
、
今
日
で
い
う
ト
ラ

ン
シ
ッ
ト
の
よ
う
な
器
具
で
あ
る
。
筒
状
の
「
望
遠
鏡
」
を
の
ぞ
い
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
の
め
あ
て

一
人
は
彼
の
前
方
の
醤
標
地
点
を
示
す
「
仮
標
」
を
見
通
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
そ
ば
に
い
る
も
う
一
人
が
計
器
（
磁
針
付
き
方
位
盤
）
か
ら
目
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
ま
う
ぎ

の
方
角
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
大
方
儀
よ
り
小
型
の
「
小
方
儀
」
を
操
作
す

る
右
端
の
人
物
は
、
正
確
に
水
平
角
を
計
測
す
る
た
め
に
器
具
を
地
面
に
突

き
立
て
て
両
手
で
垂
薩
に
保
ち
、
彼
の
前
方
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
鼠
標
を

正
視
し
て
い
る
。
小
方
儀
は
可
動
式
の
小
方
位
盤
の
み
か
ら
な
り
、
鉛
直
角

を
測
定
す
る
器
具
は
備
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
携
行
に
便
利
で
あ
り
、
十
九

世
紀
初
め
の
伊
能
忠
敬
の
測
量
で
も
最
も
良
く
用
い
ら
れ
た
器
具
と
い
わ
れ

①る
。
こ
れ
ら
の
器
具
は
和
製
測
量
器
具
の
最
高
水
準
に
達
し
て
お
り
、
真
鍮

製
で
簡
便
か
つ
精
巧
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
物
の
中
で
立
っ
て
い
る
人
物

　
　
の
ち
ょ
う

は
、
「
野
帳
」
に
測
量
結
果
を
記
録
し
て
お
り
、
彼
の
容
姿
か
ら
こ
の
測
量

隊
を
指
揮
す
る
任
に
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ザ
く
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
な
わ

　
図
前
方
左
側
の
三
人
は
、
「
水
杭
」
の
間
に
張
ら
れ
た
「
水
縄
」
に
沿
っ
て

　
け
ん
ざ
お

「
間
竿
」
を
あ
て
な
が
ら
二
つ
の
仮
標
の
問
の
距
離
を
計
測
し
て
い
る
と
見
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「地方測量之図」小考（山暗）

鎌

写真3　図右後方の測量者

ら
れ
る
。
生
糸
や
麻
糸
を
主
た
る
素
材
と
す
る
水
縄
は
伸
縮
す
る
の
で
、
水

杭
の
問
に
ま
っ
す
ぐ
に
張
ら
れ
た
水
縄
の
長
さ
を
竹
材
の
間
竿
で
計
測
す
る

方
法
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
図
の
後
方
中
央
か
ら
右
側
に
展
開
す
る
四
人
の
人
物
の
う
ち
、
三

人
が
大
き
く
両
手
を
拡
げ
て
立
っ
て
い
る
が
（
写
真
3
）
、
彼
ら
の
間
で
仮
標

（
測
量
目
標
点
）
の
設
定
に
あ
た
っ
て
何
ら
か
の
信
号
を
交
換
し
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。
野
帳
を
持
っ
た
人
物
が
采
配
を
勢
い
良
く
振
り
上
げ
て
い

る
の
も
ま
た
、
何
ら
か
の
合
図
を
遠
方
に
い
る
人
物
に
送
っ
て
る
の
で
あ
ろ

、
つ
。

　
こ
れ
ら
の
人
物
の
装
束
と
旗
が
以
上
に
解
説
し
た
役
割
ご
と
に
色
分
け
ざ

れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
①
保
柳
睦
美
編
『
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
（
訂
正
版
）
』
、
古
今
書
院
、
一
九
八

　
○
年
、
三
三
八
一
三
三
九
頁
。

三
構
図
の
意
味

　
こ
の
よ
う
に
、
「
地
方
測
量
之
図
」
が
各
種
測
量
器
具
の
操
作
法
を
図
解

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
わ
か
る
が
、
全
体
の
構
図
に
も
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
測
量
隊
は
そ
の
描
か
れ
て
い
る
様
子
か
ら
、
道
筋
に

沿
っ
て
図
前
方
か
ら
後
方
左
側
へ
と
移
動
し
、
さ
ら
に
後
方
右
側
へ
と
進
ん

で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
間
、
見
晴
ら
し
の
良
い
小
高
い
丘
の
上
や
、
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「地方測量之國」小考（山嫡）

児
通
し
の
利
く
平
地
で
、
図
前
方
の
人
物
同
様
に
大
方
儀
や
小
方
儀
に
よ
る

測
量
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
浜
中
の

数
箇
所
に
甲
か
ら
巳
（
己
か
）
ま
で
の
小
さ
な
園
丁
文
字
が
付
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
（
図
1
）
。

　
マ
テ
ィ
・
フ
ォ
ラ
…
博
覧
に
よ
る
前
出
画
集
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
、
こ
れ

を
十
干
と
捉
え
、
一
八
四
八
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
の
臼
付
を
示
す
デ
ー

タ
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
甲
か
ら
巳
ま
で
の

符
号
は
い
わ
ば
序
数
表
示
で
あ
り
、
各
測
量
地
点
と
測
量
目
標
物
の
対
応
関

係
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
望
遠
鏡
の
角
度
か
ら
判
断
す
る
と
、

右
前
方
甲
点
の
大
方
儀
が
乙
点
の
仮
標
の
位
置
を
計
測
し
、
左
後
方
丙
点
の

大
方
儀
が
右
前
方
丁
点
に
あ
る
家
屋
を
視
準
し
て
い
る
。
右
後
方
戊
点
の
小

方
儀
も
油
点
の
仮
標
の
位
置
を
計
測
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
当

時
著
さ
れ
た
測
量
術
解
説
書
の
一
般
的
な
地
点
蓑
示
法
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
こ
の
図
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
見
通
し
の
利
く
場
所

に
測
量
地
点
を
定
め
、
仮
標
な
ど
で
測
量
目
標
物
（
地
点
）
を
特
定
し
、
大

・
小
方
儀
で
目
標
物
の
方
角
（
水
平
角
）
や
高
度
（
鉛
薩
角
）
を
測
定
し
た

上
で
、
各
測
量
地
点
間
の
直
線
距
離
を
水
杭
・
水
縄
・
間
竿
な
ど
で
計
測
し
、

こ
れ
ら
の
測
定
デ
ー
タ
を
野
帳
に
記
録
す
る
、
と
い
う
一
連
の
土
地
測
量
の

手
順
な
の
で
あ
る
。
こ
の
手
順
は
当
時
の
和
算
系
測
量
術
の
主
要
な
広
域
測

量
手
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
道
線
法
」
を
想
起
さ
せ
る
。
道
線
法
と
は
測
量

行
程
の
道
筋
に
沿
っ
て
、
道
の
曲
が
り
角
や
橋
、
村
の
入
口
な
ど
適
当
な
地

点
に
次
々
に
測
量
地
点
を
設
け
て
、
順
次
地
点
闘
の
方
角
と
距
離
を
測
り
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ん
で
い
く
測
量
法
で
あ
る
（
図
2
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
道
線
法
で
は
測
量
地
点
問
の
相
対
的
位
置
関
係
だ

け
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
山
川
や
集
落
な
ど
の
事
物
の
平
面
位
置
を

特
定
し
た
り
、
広
範
域
の
測
墨
や
地
図
の
作
成
に
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な

い
。
そ
こ
で
考
案
さ
れ
た
の
が
「
交
会
法
」
で
あ
っ
た
。
交
会
法
は
遠
方
の

C

d：

c
　
　
B

〆
ユ
ー

d：

　
　
　
　
わ

…
－
－
…
－
i
一
…
・
…
・
A

凸
a

Q’

　　図2　道線法の原理
　0を起点として次の測量地点Aの方位角aと二点問
の距離d1を計測する。以下同様にAからCへ測董を
前進させていく。それらのデータに基づき縮図を描く。
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　各測量地点から視準できる目標Pl，　P2の方舵角を

計測し，それぞれの方向線を図上に引き，交点によっ

てPl，　P2の図上位置を定める。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な
ぎ
め
あ
て

山
の
頂
な
ど
を
厨
標
物
（
「
繋
目
的
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
）
と
し
て
、
道
線
法

に
よ
る
各
測
量
地
点
ご
と
に
こ
の
羅
調
物
の
方
角
も
測
定
す
る
事
に
よ
っ
て
、

目
標
と
な
る
事
物
の
位
置
ば
か
り
で
な
く
予
測
蚤
地
点
の
位
置
を
も
よ
り
正

確
に
計
測
で
き
る
方
法
で
あ
る
（
図
3
）
。
趨
伏
・
屈
曲
な
ど
の
地
形
的
障
害

で
測
御
地
点
間
の
計
測
が
困
難
な
場
合
で
も
山
父
会
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
う

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
地
方
測
量
之
図
」
で
は
丁
点
に
お
け
る
家
屋
が
そ
う
し
た
目
標
物
の
一

と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
家
屋
は
一
見
す
る
と
谷
あ
い
に
位

置
し
て
い
る
の
で
、
丙
点
以
外
の
測
量
地
点
か
ら
は
あ
ま
り
見
通
し
が
良
く

　
②

な
い
。
想
像
を
逞
し
く
し
て
、
も
し
こ
の
図
が
こ
の
入
り
江
を
囲
む
地
域
で

の
正
確
な
地
図
を
作
成
す
る
方
法
の
解
説
ま
で
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
す
れ

ば
、
各
測
量
地
点
か
ら
見
通
す
事
の
で
き
る
共
通
の
目
標
物
（
繋
屠
的
）
が

図
中
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
厨
標
物
と
な
り
う
る
の
は
図

の
中
央
に
顕
然
と
屹
立
す
る
一
本
の
木
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
先
ほ
ど
触

れ
た
よ
う
に
、
測
量
隊
は
こ
の
木
を
取
り
巻
く
よ
う
に
展
開
し
て
お
り
、
甲

か
ら
巳
に
い
た
る
地
点
間
の
測
量
に
こ
の
太
と
の
方
角
の
計
測
を
加
え
る
こ

と
で
、
こ
の
測
量
隊
は
図
に
描
か
れ
た
地
域
一
帯
の
測
量
を
成
し
遂
げ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
図
が
北
斎
の
手
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
誇
張
さ
れ
た

樹
木
は
画
に
㎝
種
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
与
え
、
構
図
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

作
用
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
北
斎
の
画
法
に
よ
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
部
分
以
外
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
土
地
測
量
の
プ

ロ
セ
ス
が
実
に
無
駄
な
く
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
図
の
構

図
や
描
写
法
は
土
地
馬
鍬
の
実
態
に
基
づ
い
て
緻
密
に
華
墨
さ
れ
た
上
で
の

も
の
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
点
で
こ
の
図
に
描
か
れ
て
い
る

事
物
お
よ
び
そ
の
配
置
は
極
め
て
実
用
的
か
つ
技
術
的
で
、
単
な
る
挿
絵
の

次
元
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

140　（632）
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旛
講
叢

　
　
　
塾
脚

写真4　砲術訓錬の光景（左は標的）

　
こ
の
図
に
は
も
う
一
点
、

図
の
性
格
を
理
解
す
る
上
で

重
要
な
部
分
が
あ
る
。
そ
れ

は
右
最
後
景
に
あ
る
畑
物
と

入
り
江
お
よ
び
砲
術
訓
練
の

光
景
で
あ
る
（
写
真
4
）
。
周

知
の
よ
う
に
、
伊
能
忠
敬
が

全
国
の
測
量
事
業
に
着
手
で

き
た
の
は
、
当
時
幕
府
が
列

国
と
の
緊
張
関
係
か
ら
海
防

上
、
正
確
な
日
本
地
図
の
作

成
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら

で
あ
り
、
幕
末
の
各
藩
で
の

測
量
事
業
の
展
開
も
こ
う
し

た
軍
事
的
要
請
を
背
景
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
図
に
名
前
の
掲
げ
ら
れ
て

い
る
何
人
か
の
地
方
藩
士
も

藩
命
を
受
け
て
江
戸
に
出
向

き
、
長
谷
川
弘
の
も
と
で
和

算
・
測
量
術
の
修
得
に
励
ん
だ
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
図
は
城
下
の

海
岸
で
の
砲
術
訓
練
の
光
景
を
敢
え
て
図
中
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
り
げ
な
く
測
量
技
術
修
得
の
国
家
的
・
軍
事
的
必
要
性
を
見
る
者
に
訴
え

た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
解
題
が
土
地
測
量
を
「
国
家
有
益
の
要
務
」

と
位
置
づ
け
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
①
川
村
博
忠
『
近
世
絵
図
と
測
量
術
』
、
古
今
書
院
、
　
一
九
九
ご
年
、
一
四
四
－

　
　
一
四
五
頁
。
以
下
、
交
会
法
に
つ
い
て
も
同
書
一
四
五
一
一
四
八
頁
。

　
②
　
こ
の
家
屋
は
大
方
儀
に
よ
る
地
形
の
高
低
測
量
の
た
め
の
目
標
で
あ
る
と
考
え

　
ら
れ
る
。

　
③
図
工
の
解
題
が
言
及
し
て
い
る
秋
田
義
一
編
『
算
法
地
方
大
成
』
第
五
言
々
末

　
　
（
百
五
十
四
一
百
五
十
六
丁
）
で
は
実
際
に
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
広
域
測
量
法

　
　
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
④
　
『
詩
癖
写
真
鏡
』
の
シ
リ
ー
ズ
な
ど
、
北
斎
の
風
景
画
に
は
し
ぼ
し
ば
強
調
さ

　
　
れ
た
樹
木
が
描
か
れ
、
構
図
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

　
⑤
正
確
な
地
図
の
作
成
に
加
え
、
海
上
防
衛
（
砲
撃
）
に
お
い
て
は
敵
船
ま
で
の

　
正
確
な
距
離
測
定
が
必
要
と
な
る
。

四
　
絵
師
は
は
た
し
て
北
斎
か
？

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
地
方
測
量
之
図
」
の
性
格
は
一
般
に
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
画
人
北
斎
の
絵
と
は
極
め
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
落
款
上
の
「
応
需
」
の
書
き
込
み
（
写
真
1
）
か
ら
判
る
よ
う
に
、
た
と

え
こ
の
図
が
依
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
測
量
術
解
説
図

と
し
て
の
極
め
て
機
能
的
な
構
図
と
後
景
に
暗
示
さ
れ
る
幕
藩
権
力
の
姿
は
、
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浮
世
絵
師
と
し
て
雄
大
な
風
景
や
躍
動
的
な
庶
民
の
姿
を
描
い
て
き
た
北
斎

の
筆
と
は
た
し
て
馴
染
み
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
測
量
術
と
い
う
広
く
一

般
に
は
伝
授
さ
れ
な
か
っ
た
特
殊
技
術
を
理
解
し
た
上
で
、
測
蚤
器
具
を
操

作
す
る
場
面
の
緻
密
な
レ
イ
ア
ウ
ト
を
画
面
に
構
成
す
る
技
量
は
、
晩
年
の

肉
筆
画
を
主
体
と
す
る
北
斎
の
壮
麗
な
筆
致
と
ど
こ
か
不
釣
り
合
い
な
気
が

筆
者
は
し
て
な
ら
な
い
。

　
こ
の
暴
雨
の
違
和
感
を
も
う
少
し
自
己
分
析
し
て
み
た
い
。
本
来
画
家
は

画
中
の
事
物
の
レ
イ
ア
ウ
ト
（
空
間
的
配
置
）
に
お
い
て
そ
の
画
家
と
し
て

の
独
創
性
を
発
揮
す
る
も
の
と
考
え
れ
ば
、
北
斎
は
ま
さ
し
く
そ
の
独
創
性

に
お
い
て
国
際
的
な
名
声
を
築
い
た
画
家
と
い
え
る
。
し
か
し
、
土
地
測
量

の
解
説
図
と
い
う
い
わ
ば
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
の
正
確
な
計
測
を
主
題
と
す

る
作
画
は
、
景
観
を
主
観
的
に
誇
張
す
る
北
斎
の
画
風
、
換
言
す
れ
ぱ
北
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

独
自
の
空
間
表
現
の
原
理
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
依
頼

者
が
単
に
作
画
の
題
材
や
対
象
物
を
限
定
す
る
以
上
に
、
画
家
の
画
家
た
る

所
以
（
自
由
）
を
制
約
あ
る
い
は
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
伝
え
ら
れ
る
北
斎
の
パ
…
ソ
ナ
リ
テ
ィ
か
ら
考
え
て
も
、
「
地
方
測
量
之

図
」
は
北
斎
の
画
と
し
て
は
特
別
な
範
躊
に
入
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
そ
こ
で
　
つ
の
推
理
と
し
て
、
藩
老
は
こ
の
図
に
描
か
れ
た
測
鐙
術
及
び

測
量
器
具
に
つ
い
て
あ
る
程
度
詳
し
い
、
と
い
う
よ
り
は
作
図
に
あ
た
っ
て

そ
れ
ら
の
知
識
を
修
得
し
た
別
の
人
物
（
北
斎
と
関
わ
り
を
持
つ
絵
師
）
が

存
在
し
、
彼
が
測
量
術
修
得
者
と
共
脱
し
て
こ
の
図
を
作
成
し
た
と
考
え
た

い
。

　
幕
末
に
鶏
糞
術
指
導
書
は
数
多
く
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
図
に
名
前
の
掲

げ
ら
れ
て
い
る
長
谷
川
善
左
衛
門
弘
、
及
び
そ
の
父
寛
は
江
戸
後
期
に
数
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
の
和
算
書
を
門
人
名
儀
で
出
版
し
た
と
さ
れ
る
。
長
谷
川
弘
に
関
わ
る
測

量
指
導
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
に
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
刊
『
量
地

　
　
　
　
　
④

図
説
』
が
あ
る
。
『
量
地
図
説
』
の
編
者
は
常
陸
笠
間
粛
々
士
、
甲
斐
駒
蔵

広
永
、
葉
者
は
同
、
小
野
友
五
郎
広
絆
で
あ
る
。
甲
斐
広
永
と
小
野
広
絆
も

や
は
り
長
谷
川
弘
の
門
人
で
あ
り
、
長
谷
川
は
信
者
と
し
て
同
書
に
名
を
連

ね
て
い
る
（
図
4
）
。
こ
の
よ
う
に
同
誌
は
長
谷
川
一
門
の
者
に
よ
る
図
解
付

き
の
測
量
術
指
導
書
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
ほ
う
ぎ

　
『
量
地
図
説
』
に
お
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
測
量
器
具
は
「
正
方
儀
」
や

　
ぜ
ん
ほ
う
ぎ

「
全
方
儀
」
と
呼
ば
れ
る
器
具
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
小
方
儀
と
大
方
儀
を
構

造
的
に
簡
略
化
し
た
よ
う
な
木
製
器
具
で
あ
る
。
幕
宋
に
い
か
に
測
量
器
具

が
進
歩
し
、
改
良
が
進
ん
だ
と
い
っ
て
も
、
真
鍮
製
の
精
巧
な
器
具
を
作
製

で
ぎ
る
職
人
は
ご
く
限
ら
れ
て
お
り
、
地
方
に
お
い
て
は
入
手
可
能
な
素
材

で
容
易
に
作
製
で
き
る
雛
具
の
使
用
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
『
量
地
図
説
』

は
そ
の
点
を
配
慮
し
、
簡
便
な
器
具
の
作
製
法
か
ら
使
用
法
に
至
る
ま
で
を

詳
細
な
設
計
図
と
美
麗
な
挿
絵
（
解
説
図
）
を
添
え
て
丁
寧
に
説
明
し
て
い

る
。
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「地方測量之図」小考（山晦）
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艦

長
餐
姿
婁
衛
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弘
閲

甲
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駒
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廣
永
編

小
野
友
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事
校

鍋
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・
．
朧
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難

　
　
　
　
　
　
濫
　
守

睡鯨v

　sljttN

・les■：轟

茄
轟
賦
董

一
増
野
島
暫

．
　
グ

縣

弘
戸
奮
蝉

文
會
堂

山
静
堂

難
「swk’X．tt，

、
　
3

”

図
4
甲
斐
廣
永
編
『
量
地
圓
説
』
中
表
紙

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
解
説
図
の
い
く
つ
か
を
良
く
眺
め
る
と
、
「
地
方
測
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
う

之
図
」
の
描
写
法
と
類
似
す
る
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
挿
絵
「
町

げ
ん見

之
図
」
（
図
5
）
に
記
さ
れ
た
解
説
は
遠
方
の
目
標
物
（
目
的
）
を
定
め
、

甲
点
か
ら
乙
点
へ
と
至
る
測
量
の
手
順
を
示
し
て
い
る
。
風
景
の
講
成
や
測

量
者
の
描
き
方
な
ど
挿
絵
の
絵
画
的
な
印
象
も
含
め
て
、
こ
の
図
解
の
仕
方

は
「
地
方
測
量
之
図
」
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
量
地
図
説
』
下
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
「
地
方
型
量
器
略
図
」
（
絵

師
不
詳
）
に
は
「
地
方
測
量
之
図
」
に
描
か
れ
た
も
の
と
寸
分
違
わ
ぬ
大
方

儀
と
小
方
儀
が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
6
、
写
真
2
）
。
こ
の
「
地
方
測
量
器
略

図
」
は
江
戸
の
測
器
師
、
大
野
弥
三
郎
規
周
に
よ
っ
て
作
製
・
販
売
さ
れ
た

測
量
器
具
の
一
覧
表
で
あ
る
が
、
極
め
て
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
も
し

こ
の
図
が
規
周
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
（
仕
様
）
に
よ
る
器
具
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
地
方
測
量
三
図
」
の
測
量
隊
は
大
野
規
周
製
造
の
器

具
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
つ
ま
り
、
「
地
方
測
量
之
図
」
の
絵
師
は

少
な
く
と
も
大
野
製
の
測
景
慕
具
の
仕
様
と
機
能
、
お
よ
び
そ
の
操
作
法
に

つ
い
て
理
解
し
た
上
で
こ
の
図
を
描
い
た
と
判
断
で
き
る
。

　
解
題
に
つ
い
て
の
解
説
で
若
干
触
れ
た
が
、
大
方
儀
の
普
及
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
の
は
、
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
に
秋
田
義
一
が
『
算
法
地
方

大
成
』
の
第
五
巻
「
量
地
之
部
」
に
お
い
て
大
方
儀
の
使
用
法
に
つ
い
て
解

説
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
量
地
之
部
」
に
お
い
て
も
測

量
器
具
に
つ
い
て
詳
細
な
図
解
が
な
さ
れ
て
お
り
、
巻
末
に
は
「
測
器
細
工

人
大
野
弥
三
郎
規
行
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
人
物
は
い
う
ま
で
も
な
く

大
野
規
周
そ
の
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
野
製
の
測
量
器
具
は
既
に
長
谷
川

寛
の
代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
長
谷
州
一
門
の
測
量
術
と
大
野
製
測

量
器
具
と
は
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
『
算
法
地

方
大
成
』
収
載
の
大
方
儀
に
は
、
「
地
方
測
量
之
図
」
お
よ
び
「
地
方
測
量

器
略
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
大
方
儀
の
台
座
「
大
方
儀
台
」
が
な
く
、
台
座

付
き
の
大
方
儀
は
、
器
具
の
安
定
性
と
精
度
を
高
め
た
後
の
改
良
型
で
あ
る
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r地方測量之図」小考（山崎）

図6　「地方測量器署圏」（甲斐廣永編『量地圏説』下）
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図
7
　
秋
田
義
　
編
『
算
法
地
方
大
成
』
中
の
大
方
儀
（
巻
五
、
百
三
十
二
丁
）

と
推
定
さ
れ
る
（
図
7
）
。
と
す
れ
ば
、
「
地
方
測
量
之
図
」
の
絵
師
は
当
時

の
最
新
仕
様
の
大
方
儀
を
（
長
谷
川
門
下
の
測
蚤
士
あ
る
い
は
大
野
規
周
の

技
術
的
助
雷
の
も
と
で
）
描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
地
方
測
量
三
図
」
の
絵
師
は
単
な
る
文
人
と
し

て
の
画
家
で
は
な
く
、
測
量
術
や
測
貴
器
具
に
つ
い
て
相
応
に
理
解
し
て
い

た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
者
は
こ
の
推
理
の
一
つ
の
結
論

と
し
て
、
同
図
の
絵
師
は
後
に
『
隔
地
図
説
』
の
挿
絵
を
手
が
け
た
葛
飾
為

斎
（
一
入
一
二
～
　
八
八
○
年
）
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
図
8
）
。
為
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螺
構

義
藍
』
司
巳

懲
・嚢起

［
」
、

鹸
図8　為斎署名入りの挿絵（甲斐廣永編『燈心圏説が下，五・六丁）

斎
は
北
斎
晩
年
の
弟
子
で
あ
る
が
、
筆
老
は
為
斎
が
描
い
た
図
に
北
斎
が
署

名
し
た
と
推
理
し
た
い
。
つ
ま
り
、
解
題
に
署
名
の
あ
る
梅
村
重
得
が
当
時

名
声
を
馳
せ
た
北
斎
に
作
画
を
依
頼
し
た
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
画
の
構
成

や
描
写
に
あ
た
っ
て
か
な
り
制
約
が
あ
り
、
専
門
技
術
的
な
知
識
も
必
要
と

な
る
の
で
、
北
斎
が
当
時
ま
だ
二
十
歳
代
後
半
で
あ
っ
た
為
斎
に
作
画
を
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ね
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
為
斎
に
よ
る
『
量
地
図
説
』
の
挿
絵
は
、
風
景
を
巧
み
に
ま
じ
え
た
写
実

的
構
図
や
遠
近
の
描
写
法
、
さ
ら
に
は
尊
墨
者
の
動
作
・
姿
勢
な
ど
の
点
に

お
い
て
、
当
時
の
測
量
術
解
説
図
と
し
て
卓
越
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
為
斎

の
絵
師
と
し
て
の
技
最
に
加
え
て
、
測
量
術
に
対
す
る
理
論
的
・
経
験
的
な

理
解
が
基
盤
と
し
て
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
基
盤
こ
そ

「
地
方
測
貴
之
図
」
の
作
成
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
理
す
る
。
安
政
四
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

八
五
七
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
中
田
龍
英
著
『
量
地
幼
学
指
南
』
の
挿
絵
師
な

ど
は
明
ら
か
に
『
最
地
図
説
』
の
挿
絵
の
難
点
か
を
模
倣
し
て
い
る
ほ
ど
で

あ
る
が
、
そ
の
現
実
昧
に
お
い
て
為
斎
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
（
図
9
）
。

　
楢
綺
宗
重
氏
に
よ
る
と
、
為
斎
は
「
画
風
北
斎
に
近
似
し
て
北
斎
の
画
と

　
　
　
　
⑦

混
同
す
る
程
」
と
い
わ
れ
る
。
「
地
方
測
量
之
図
」
の
人
物
や
風
景
の
タ
ッ

チ
は
確
か
に
そ
の
他
の
北
斎
の
画
と
良
く
似
て
お
り
、
筆
者
の
よ
う
な
浮
世

絵
に
は
全
く
の
素
人
に
は
他
の
図
画
と
の
画
風
上
の
差
異
を
判
定
す
る
事
は

不
可
能
で
あ
る
。
但
し
、
同
図
に
は
、
あ
の
北
斎
の
作
品
か
ら
感
じ
と
ら
れ
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「地方測量之図」小考（山醜）
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ig　中田龍英著『量地幼學指南』中の挿絵（六・七丁）

る
生
命
感
や
躍
動
感
が
ど
こ
か
し
ら
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
は
筆
者

だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

①
北
斎
の
空
聞
表
現
の
特
徴
を
彼
の
著
名
な
鳥
鰍
図
「
爽
海
道
名
所
一
覧
」
（
文
政

　
元
・
一
八
一
八
年
）
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
犠
士
山
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
、

江
戸
か
皇
儲
に
至
る
空
闘
が
著
し
く
歪
め
ら
れ
て
い
る
。

②
飯
島
半
十
郎
（
虚
心
）
『
葛
飾
北
斎
伝
』
、
蓬
枢
閣
、
一
八
九
三
年
参
照
。

③
下
中
弥
三
郎
編
『
大
人
名
事
典
六
』
、
平
凡
往
、
一
九
五
四
年
目
一
五
九
頁
。

④
大
矢
真
一
ほ
か
編
『
江
戸
科
学
古
典
叢
灘
呈
○
』
、
恒
和
出
版
、
一
九
七
八
年
、

所
収
。

⑤
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
落
款
や
描
画
法
の
厳
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
吉
田

　
漱
氏
は
、
北
斎
晩
年
の
肉
筆
画
に
偽
作
が
多
く
、
弟
子
に
よ
る
北
斎
落
款
の
使
用

　
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
吉
田
漱
「
北
斎
是
々
非
々
」
、
『
太
陽
浮
世
絵

　
シ
リ
ー
ズ
北
斎
』
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
、
一
一
七
一
一
二
〇
頁
）
。

⑥
前
掲
④
所
収
。

⑦
下
中
弥
三
郎
編
『
大
人
名
窮
典
二
』
、
平
凡
社
、

五
　
お
　
わ
　
り
　
に

一
九
五
三
年
、
七
一
頁
。

　
端
的
に
い
え
ば
、
「
地
方
測
量
之
図
」
の
絵
師
が
北
斎
で
あ
る
か
否
か
は
、

美
術
晶
の
鑑
定
家
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
図
の

性
格
を
理
解
す
る
上
で
は
あ
ま
り
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。
筆
者
も
こ
の
図

が
北
斎
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
為
斎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
決
定
的

な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
視
野
を
十
九
世
紀
前
半
の
江
戸

に
拡
大
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
は
ま
さ
し
く
和
製
（
純
外
来
で
は
な
い
と
い
う
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意
味
で
の
）
科
学
技
術
と
批
俗
芸
術
が
隆
盛
を
極
め
る
舞
台
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
固
有
の
発
展
を
遂
げ
て
い
た
か
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
潮
流
が
、
こ
の

一
枚
の
図
に
結
集
し
て
い
る
点
は
麿
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
長
谷
川
～
門
は
関
流
和
箕
・
測
量
術
の
一
大
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
し
、
大

野
規
周
も
父
弥
五
郎
と
共
に
、
傍
能
忠
敬
か
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
測
量
器
具

を
作
製
し
て
い
く
過
程
で
、
専
門
の
測
器
師
と
し
て
独
立
し
て
い
っ
た
。
一

方
、
北
斎
で
あ
れ
為
斎
で
あ
れ
、
葛
飾
派
は
江
戸
末
期
浮
世
絵
界
の
一
大
．
画

風
を
形
成
し
た
。
つ
ま
り
、
同
図
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
視
角
の
一
つ

と
し
て
、
作
画
の
背
景
に
江
戸
末
期
の
臼
本
文
化
を
支
え
た
こ
れ
ら
の
人
々

の
営
為
と
交
流
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
で
、
筆
者
は
北
斎
の
落
款
を
持
つ
「
地
方
測
量
之
図
」
の
版
行

を
、
開
国
間
近
い
幕
宋
の
江
戸
を
舞
台
と
す
る
、
科
学
・
技
術
・
芸
術
そ
れ

ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
家
を
巻
き
込
ん
だ
一
つ
の
社
会
史
的
「
で
き
ご
と
」
と

し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。

【
付
記
】
　
本
稿
の
内
容
の
一
部
は
、
一
九
九
二
年
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
春
季
公

開
講
座
「
日
本
地
図
史
へ
の
招
待
」
（
第
四
回
「
伊
能
図
か
ら
近
代
國
へ
」
五
月
三
十

日
）
に
お
い
て
発
表
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
口
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
講
師
　
山
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