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」
の
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生
」

上
　
杉
　
和
央

　
地
図
史
研
究
の
「
傑
作
し
。
本
書
を
評
す
る
に
は
、
こ
の
＝
言
で
十
分
事

足
り
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
な
に
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
蛇
足
に
し
か
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
本
書
の
書
評
を
打
診
さ
れ
た
と
き
に
浮
か
ん

だ
率
直
な
思
い
で
あ
る
。
今
も
そ
の
気
持
ち
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
と
は
い
え
、
本
書
が
「
傑
作
」
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、

手
に
と
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
傑
作
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も

受
容
者
側
に
よ
る
評
価
で
あ
り
、
い
く
ら
「
傑
作
」
で
あ
っ
て
も
、
読
ま
れ

る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
適
切
な
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
個
人
的
評
価
と
い
う
よ
り
も
集
団
に
共
有
さ
れ
る
評

価
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
傑
作
」
と
い
う
評
価
が
共
有
さ
れ

る
た
め
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
多
く
の
読
者
に
本
書
を
手
に
と
っ
て
も
ら

う
た
め
の
一
助
と
し
て
、
舌
足
ら
ず
な
私
の
評
で
あ
っ
て
も
役
に
立
つ
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
自
分
を
慰
め
つ
つ
、
蛇
足
覚
悟
で
筆

を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。

　
そ
も
そ
も
、
「
傑
作
」
と
い
う
表
現
は
、
本
書
の
中
で
著
者
が
主
題
と
し

て
設
定
し
た
内
容
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書

の
作
成
の
発
端
の
～
つ
は
「
地
図
も
、
絵
画
と
岡
じ
よ
う
に
、
『
傑
作
』
や

明
名
作
撫
と
い
う
言
葉
で
語
れ
な
い
か
」
（
一
工
ハ
四
頁
）
と
い
う
点
に
あ
っ

た
と
い
う
。
「
傑
作
扁
と
い
う
評
価
の
基
準
の
一
つ
に
は
時
代
画
期
性
が
あ

る
。
本
書
で
は
地
図
の
「
傑
作
扁
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
時
代
画
期
性
が
追
求

さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ま
で
「
傑
作
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
地

図
を
論
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
主
題
設
定
か

ら
し
て
本
書
は
画
期
的
な
の
で
あ
り
、
「
傑
作
」
と
な
り
う
る
可
能
性
を
備

え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
と
は
、
そ
の
主
題
に
則
し
て
十
分
に
評
価
し
う

る
中
身
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
焦
点
と
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
も

以
下
の
如
く
申
し
分
な
い
。

　
本
書
は
「
地
図
が
表
現
す
る
も
の
」
「
中
世
世
界
図
を
比
較
す
る
」
「
な
ぜ

カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
は
画
期
的
な
『
世
界
地
図
』
な
の
か
」
「
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ

図
を
読
む
」
と
い
う
四
章
、
お
よ
び
結
論
に
あ
た
る
「
地
図
に
お
け
る
噌
傑

作
臨
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
独
立
す
る
小
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
紹
介
す
る
前
に
、
わ
ず
か
四
頁
な
が
ら
著
者
の
地
図
に
対
す
る

視
点
が
簡
潔
か
つ
明
確
に
示
さ
れ
た
「
は
じ
め
に
」
の
内
容
に
触
れ
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
は
じ
め
に
」
の
な
か
で
、
著
者
は
ま
ず
、
時
空
を
越
え
て
地
図
が
普
遍

的
に
果
た
し
て
き
た
役
割
は
、
地
の
「
か
た
ち
篇
を
語
り
、
描
く
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
語
り
と
表
現
の
中
身
が
文
明
や
文
化
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
の

だ
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
地
図
の
語
り
と
表
現
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、

科
学
性
・
実
用
性
・
思
想
性
・
芸
術
性
の
四
つ
の
要
素
を
抽
出
し
、
こ
れ
ら

が
地
図
の
「
本
来
そ
な
え
る
べ
き
」
（
四
頁
）
要
素
だ
と
定
義
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
地
図
に
「
傑
作
」
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
四
つ
の
要
素
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評書

す
べ
て
で
高
い
評
価
を
持
つ
地
図
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
は
中
世
か
ら
近

代
へ
の
移
行
期
に
出
現
す
る
可
能
性
が
大
き
い
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ

れ
ま
で
の
地
図
史
を
概
観
す
る
と
、
地
図
の
語
り
と
表
現
は
、
中
世
か
ら
近

代
に
か
け
て
、
思
想
性
・
芸
術
性
か
ら
科
学
性
・
実
用
性
の
重
視
へ
と
変
遷

し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
変
遷
は
世
界
図
の
場
合
に
と
く
に
顕
著
で
あ
る
と

い
う
。
世
界
図
は
、
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
世
界
観
を
語
り
表
現
し
よ

う
と
す
る
地
図
（
マ
ッ
パ
・
ム
ン
デ
ィ
）
か
ら
、
ま
さ
に
「
世
界
地
図
扁
を

語
り
表
現
し
よ
う
と
す
る
地
図
へ
と
変
化
し
た
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
が

課
世
界
地
図
」
の
誕
生
協
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
移
行
期
に
生
ま
れ

た
「
世
界
地
図
し
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
趣
旨
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
地
図
に
対
す
る
視
角
の
提
示
の
後
、
本
書
は
本
論
へ
と
入
っ

て
い
く
。
第
｝
章
で
は
、
地
図
と
は
ど
の
よ
う
な
「
世
界
」
の
か
た
ち
を
語

り
表
現
す
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
例
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
現
存
最
古
の
日
本
図
と
さ
れ
る
仁
和
寺
愛
日
本
図

と
、
同
じ
く
現
存
最
古
の
世
界
図
と
さ
れ
る
古
代
バ
ビ
ロ
ニ
ア
粘
土
板
世
界

図
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
図
に
対
す
る
読
み
解
き
に
つ
い
て
は
省
略
す
る

が
、
そ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
「
世
界
」
は
経
験
世
界
の
内
と
外
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
二
つ
の
事
例
の
う
ち
、
前
者
は
集
団
と
し
て
の
経

験
世
界
の
内
を
描
こ
う
と
し
た
地
図
、
後
者
は
経
験
世
界
の
内
と
外
を
同
時

に
描
こ
う
と
し
た
地
図
の
代
表
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
経
験
世
界

の
外
は
、
経
験
で
は
な
く
観
念
に
よ
っ
て
仮
想
さ
れ
る
た
め
、
経
験
世
界
の

内
と
外
の
「
世
界
」
を
同
時
に
表
現
す
る
た
め
に
は
工
夫
が
い
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
筆
音
に
よ
れ
ば
、
古
代
・
中
世
の
世
界
図
の
場
合
、
「
世
界
観

や
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
い
う
『
観
念
』
と
隅
仮
想
』
を
枠
組
み
と
し
て
、
『
経

験
㎏
と
『
現
実
』
を
描
く
」
（
三
九
頁
）
こ
と
で
、
そ
の
目
的
を
達
し
て
き

た
と
い
う
。
次
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
世
界
図
も
、
も
ち
ろ
ん
基
本
的
に
こ

の
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
必
然
的
に
、
こ
こ
で
確
認
し
た
内
容
を
軸
と
し

て
論
が
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
著
者
自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、
第
一
章
は
や
や
「
理
屈
っ
ぽ
い
」
（
三

頁
）
内
容
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
両
雄
と
も
に
日
本
で
地
図
史
が
語
ら
れ
る

際
に
は
必
ず
触
れ
ら
れ
る
基
本
的
な
地
図
で
あ
り
、
な
じ
み
深
い
事
例
を
通

じ
て
論
が
展
開
し
て
い
く
。
そ
し
て
何
よ
り
著
者
の
卓
抜
な
筆
力
に
よ
っ
て
、

さ
ら
っ
と
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
、
理
屈
っ
ぽ
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
微
塵
も

な
い
。

　
た
だ
し
、
理
屈
っ
ぽ
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
の
は
、
巧
妙
な
ト
リ
ッ

ク
で
も
あ
る
。
読
者
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
著
者
の
議
論
に
引
き
込

ま
れ
、
そ
の
内
容
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ

に
こ
そ
本
書
の
魅
力
が
あ
る
の
だ
が
、
無
理
を
し
て
魅
力
に
抗
い
つ
つ
読
み

進
め
る
と
、
さ
さ
や
か
な
疑
問
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
こ
と
に
し
、
ひ
と
ま
ず
第
二
章
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
二
章
は
一
四
〇
頁
あ
ま
り
に
お
よ
び
、
本
書
の
半
分
以
上
を
占
め
る
章

と
な
っ
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
地
図
は
中
世
世
界
図
で
あ
り
、
五
天
埜

図
（
製
本
）
、
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
図
（
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
キ
リ
ス
ト
教
）
、
古
今

華
夷
区
域
捻
要
図
（
中
国
）
、
イ
ド
リ
ー
ス
ィ
ー
図
（
西
ア
ジ
ア
・
地
中
海
、

イ
ス
ラ
ー
ム
）
と
、
＝
一
一
一
四
世
紀
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
・
文
化
を
代
表

す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
加
え
て
古
代
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時

代
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
図
が
重
要
な
参
照
図
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
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は
、
各
中
世
世
界
図
が
語
り
描
く
内
容
の
比
較
を
通
じ
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
各

地
の
世
界
観
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
作
業
は
、
著
者
が
地
図
の
「
傑
作
扁
と
位
置
づ
け
る
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図

以
前
の
世
界
図
を
精
査
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
の
時
代
画
期
性
を

明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
点
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
も
あ

っ
て
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
各
世
界
図
の
検
討
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
た
な
見
解
や
視
点
が
含
ま
れ

て
お
り
、
傾
聴
す
べ
き
点
が
多
い
。
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
の
う
ち
の
二
点
だ
け
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
つ
は
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
図
に
つ
い
て
の
著
者
の
視
点
と
読
解
で
あ
る
。
本
書

の
申
で
も
っ
と
も
詳
細
な
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
（
「
傑
作
」
た
る

カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
で
は
な
く
）
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
図
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
、

ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
図
の
三
つ
の
「
余
白
」
か
ら
く
始
原
－
過
去
－
現
在
V
と
い

う
円
環
的
な
時
間
が
示
さ
れ
た
総
論
を
読
み
取
り
、
そ
こ
か
ら
地
図
の
内
部

も
「
現
世
の
入
間
の
世
界
」
「
地
上
の
聖
地
」
「
楽
園
へ
の
は
る
か
な
東
方
」

と
い
う
三
帯
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
地
図
に
記

載
さ
れ
た
内
容
や
図
像
の
丹
念
な
読
解
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
「
現
在
／
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
・
ア
フ
リ
カ
」
、
「
過
去
／
ロ
ア
ジ
ア
」
「
始
原
／
奥
ア
ジ
ア
」
と
い

う
時
空
間
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
経
験
世
界
を
め
ぐ
る
三
帯

構
成
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
点
に
つ

い
て
見
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
点
も
あ
る
が
、

金
体
と
し
て
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
図
が
語
り
描
こ
う
と
し
た
世
界
を
こ
れ
ほ
ど
見

事
に
読
み
解
い
た
議
論
は
な
か
っ
た
。

　
も
う
一
つ
は
、
イ
ド
リ
ー
ス
ィ
ー
図
へ
の
同
時
代
の
中
国
製
世
界
図
へ
の

影
響
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
著
者
は
イ
ン
ド
洋
北
岸
東
端
部

か
ら
中
国
東
岸
に
か
け
て
の
海
岸
線
の
一
致
か
ら
こ
の
こ
と
を
導
き
、
さ
ら

に
い
く
つ
か
の
理
由
を
挙
げ
て
、
イ
ド
リ
ー
ス
ィ
i
図
が
典
拠
し
た
中
国
製

世
界
図
の
第
一
候
補
を
古
今
華
夷
区
域
穂
要
図
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は

仮
説
で
あ
り
、
今
後
の
検
証
作
業
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
が
、
著

者
も
述
べ
る
よ
う
に
「
中
世
世
界
図
を
め
ぐ
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
両
端
間

の
相
互
交
流
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」

（
～
六
五
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と

そ
れ
自
体
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
刺
激
に
満
ち
た
議
論
が
各
世
界
図
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
展
開

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
総
揺
す
る
形
で
、
文
明
や
文
化
の
違
い
は

あ
っ
て
も
、
中
世
世
界
図
は
経
験
世
界
の
内
と
外
を
と
も
に
描
き
、
外
部
に

つ
い
て
は
神
話
や
世
界
観
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
（
イ
ド
リ
ー
ス
ィ
ー
図
を
例
外
と
し
て
）
経
験
世
界
の
内
部
ま
で
も
そ
の

神
話
や
世
界
観
を
も
と
に
作
図
さ
れ
て
お
り
、
「
観
念
・
仮
想
1
1
思
想
性
」

が
地
図
の
構
図
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
・
指
摘
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
な
お
、
イ
ド
リ
ー
ス
ィ
ー
図
に
は
、
特
定
の
世
界
観
か
ら
自
由
な

世
界
図
で
あ
り
、
実
証
的
な
態
度
で
作
図
し
よ
う
さ
れ
て
い
る
点
で
「
『
近

代
臨
を
先
取
す
る
中
世
世
界
図
」
（
一
七
三
頁
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
続
く
第
三
章
で
は
、
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
と
各
中
世
世
界
図

が
比
較
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
イ
ド
リ
ー
ス
ィ
ー
図
も
中
世
世
界
図
（
マ
ッ

パ
・
ム
ン
デ
イ
）
で
し
か
な
く
、
時
代
画
期
性
は
低
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
第
三
章
で
は
い
よ
い
よ
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
が
登
場
す
る
こ
と
に
な

る
。
ま
ず
、
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
と
い
う
ス
パ
イ
の
名
を
冠
し
て
通
称
さ
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
、
本
図
の
数
奇
な
来
歴
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ダ
・
ガ
マ
の

イ
ン
ド
到
達
の
四
年
後
に
作
製
さ
れ
た
本
図
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
も
っ
と
も
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評濤㌃

田

栄
光
に
満
ち
た
時
代
を
物
語
る
記
念
碑
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
前
章
ま
で
の
中
世
世
界
図
に
加
え
て
、

作
成
年
代
が
よ
り
近
い
フ
ラ
・
マ
ウ
ロ
図
を
新
た
に
比
較
対
象
と
し
て
、
カ

ン
テ
ィ
ー
ノ
図
の
持
つ
時
代
画
期
性
が
検
証
さ
れ
て
い
く
。
結
果
と
し
て
導

き
出
さ
れ
た
の
は
、
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
よ
り
以
前
に
作
ら
れ
た
世
界
図
は
い

ず
れ
も
マ
ッ
パ
・
ム
ン
デ
ィ
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
カ
ン
テ
ィ
ー

ノ
図
は
測
量
に
も
と
づ
き
、
科
学
性
へ
の
大
き
な
一
歩
を
記
し
た
「
世
界
地

図
」
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
著
者
は
前
代
の
地
図
と
の
比
較
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
地
図

と
の
比
較
も
周
到
に
行
っ
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
航
海

時
代
の
も
う
一
つ
の
雄
、
ス
ペ
イ
ン
で
作
ら
れ
た
コ
ー
サ
図
で
あ
る
。
ま
ず
、

両
図
が
と
も
に
地
中
海
付
近
の
航
海
図
と
し
て
中
世
後
期
に
発
達
し
た
ボ
ル

ト
ラ
…
ノ
の
作
図
法
を
継
承
し
た
世
界
図
で
あ
り
、
共
通
の
出
自
を
持
つ
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
コ
ー
サ
図
が
ポ
ル
ト
ラ
ー
ノ
に
大
航
海
時
代

の
成
果
を
包
摂
し
よ
う
と
急
造
さ
れ
た
も
の
に
対
し
、
「
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図

は
み
ず
か
ら
の
三
号
に
よ
っ
て
あ
た
ら
し
く
世
界
図
を
作
製
し
、
そ
れ
に
大

航
海
時
代
の
新
し
い
成
果
を
包
摂
し
て
い
る
」
（
一
＝
一
一
頁
）
と
し
て
、
「
世

界
地
図
」
と
し
て
の
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
の
革
新
性
は
コ
ー
サ
図
に
比
べ
て
は

る
か
に
大
き
い
と
論
じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
前
時
代
お
よ
び
同
時
代
の
世
界
図
と
の
比
較
の
中
で
、
カ

ン
テ
ィ
ー
ノ
図
の
時
代
爾
期
性
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
上
で
、
第
四
章
で
は

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
ら
れ
た
地
図
の
持
つ
四
つ
の
要
素
に
立
ち
返
り
、
カ

ン
テ
ィ
ー
ノ
図
の
中
身
を
四
つ
の
視
点
か
ら
丹
念
に
読
み
解
き
、
「
傑
作
」

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
最
終
的
な
材
料
の
提
示
を
お
こ
な
う
。

　
思
想
性
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
の
「
海
図
」
と
い
う
主
題
の
背

後
に
あ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
意
図
と
主
張
と
し
て
、
世
界
最
初
の
海
洋
世
界
帝

国
と
い
う
「
空
間
と
時
間
に
ま
た
が
る
変
革
の
実
現
者
ポ
ル
ト
ガ
ル
し
（
二

三
五
頁
）
が
強
力
に
誇
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。
芸
術
性
に

つ
い
て
は
、
装
飾
が
南
大
西
洋
海
域
に
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
、
カ
ン
テ

ィ
ー
ノ
図
が
主
張
す
る
海
洋
世
界
帝
国
の
広
が
り
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る

と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
無
装
飾
地
帯
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
「
疑

わ
し
き
も
の
は
所
載
せ
ず
」
（
二
四
六
頁
）
と
い
う
作
図
精
神
を
読
み
取
る
。

こ
れ
は
、
実
測
に
も
と
づ
い
た
世
界
描
出
と
い
う
点
と
あ
わ
せ
て
、
カ
ン
テ

ィ
ー
ノ
図
の
持
つ
科
学
性
の
表
れ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
実
用
性
に
つ
い
て

は
、
海
図
と
し
て
の
有
用
性
と
と
も
に
「
イ
ン
ド
へ
の
海
道
」
に
沿
っ
て
各

地
の
商
品
情
報
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
ふ
ま
え
て
、
「
い
ず
れ
の
要
素
に
お
い
て
も
、
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
の
描
出

と
表
現
が
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
二
六
一
頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
作
業
を
経
て
、
最
終
部
「
地
図
に
お
け
る
『
傑
作
駈
を
め

ぐ
っ
て
し
に
お
い
て
、
著
者
は
「
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
が
、
地
図
史
を
代
表
す

る
数
少
な
い
『
傑
作
』
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
二
六
八
頁
）
と

確
信
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。

　
地
図
の
門
傑
作
」
を
め
ぐ
る
地
図
史
の
新
た
な
構
想
自
体
が
秀
逸
で
あ
る

こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
構
想
を
支
え
る
中
身
、
す
な
わ
ち
地
図

史
を
彩
る
数
多
く
の
地
図
の
丹
念
な
読
解
の
ど
れ
～
つ
を
取
っ
て
み
て
も
面

喰
く
、
ま
た
重
要
な
指
摘
に
溢
れ
て
い
る
。
一
枚
ご
と
の
記
述
そ
れ
だ
け
を

と
っ
て
み
て
も
以
後
の
地
図
史
研
究
で
常
に
参
照
さ
れ
る
不
可
欠
な
書
と
な

っ
て
い
く
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
か
に
は
要
点
の
み
が
記
さ
れ
る
だ
け

で
、
詳
細
な
議
論
が
省
略
さ
れ
る
部
分
も
見
受
け
ら
れ
、
読
ん
で
い
て
や
や
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不
満
が
残
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
評
者
が
本
書
を
専
門
書
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
本
書
は
専
門
家
以
外
の
読
者
を
も
想

定
し
た
シ
リ
ー
ズ
本
（
「
地
図
は
語
る
」
）
の
一
冊
と
し
て
上
梓
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
広
範
な
読
者
が
想
定
さ
れ
、
読
み
や
す
い
内
容

に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
門
書
と
し
て
も
十
分
に
通
用
す
る
質

を
備
え
て
い
る
の
が
本
書
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
本
書
が
「
傑
作
」
で
あ
る
、
と
い
う
評
者
の
思
い
を
ど
う
に
か
文

章
と
し
て
き
た
。
次
に
、
や
や
無
謀
な
試
み
と
は
知
り
つ
つ
も
、
幾
ば
く
か

の
疑
問
を
提
示
す
る
の
は
評
者
の
責
で
あ
る
と
諦
め
る
こ
と
と
し
、
「
傑

作
」
に
対
し
て
さ
さ
や
か
な
疑
問
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
傑
作
」
と
い
う
観
点
か
ら
地
図
を
と
ら
え
る
べ

く
、
地
図
が
「
本
来
そ
な
え
る
べ
き
」
四
つ
の
要
素
を
抽
出
し
つ
つ
時
代
画

期
性
を
論
じ
た
視
点
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
地
図
史
研
究
に
は
な
い
本

書
の
斬
新
な
点
で
あ
る
。
た
だ
、
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
（
気
が
つ
か
な
か
っ

た
）
視
点
だ
か
ら
こ
そ
、
初
め
て
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
明
確
か
つ
ス
マ
ー

ト
で
あ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
後
続
の
者
が
同
じ
視

点
を
共
有
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
結
局
そ
の
影
響
力
を
弱
め
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
点
で
見
た
と
き
、
四
つ
の
要
素
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
幾
ば
く
か
の

不
明
確
さ
が
漂
う
。
と
り
わ
け
芸
術
性
と
思
想
性
の
定
義
や
使
用
法
は
、
お

そ
ら
く
著
者
の
中
で
も
多
少
の
揺
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
、

そ
れ
は
…
読
く
ら
い
で
は
気
が
つ
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
そ
の
程
度

の
問
題
で
し
か
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
取
り
上
げ
る

必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
の
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
思
想
性
の
み

触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

　
思
想
性
に
つ
い
て
、
本
書
の
心
頭
で
は
、
「
世
界
観
と
い
う
思
想
を
語
り
、

そ
れ
を
岡
か
た
ち
賑
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
地
図
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ

を
、
地
図
の
思
想
性
と
よ
ぼ
う
」
（
二
頁
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「『

｢
界
睡
に
つ
い
て
の
観
念
、
す
な
わ
ち
世
界
観
や
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
（
一

七
頁
）
が
思
想
性
だ
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
思
想
性
の
言
い
換

え
と
さ
れ
る
「
観
念
扁
は
「
経
験
」
と
対
比
さ
れ
つ
つ
、
「
観
念
」
が
地
図

の
構
図
（
地
図
の
骨
格
の
設
定
）
を
、
「
経
験
」
が
作
図
（
デ
ィ
テ
ー
ル
の

描
出
）
を
決
定
す
る
と
い
う
（
三
⊥
バ
ー
～
ご
九
一
貝
）
。

　
で
は
、
た
と
え
ば
次
の
文
章
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
「
仁
和
寺
伝
来
の
日
本
図
は
、
観
念
や
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
こ
と
な

く
、
集
団
的
な
経
験
世
界
の
内
部
を
語
り
描
く
地
図
の
例
と
考
え
ら
れ
る
」

（
二
五
頁
）
。
こ
の
文
章
を
言
い
換
え
る
と
、
仁
和
寺
半
日
本
図
は
思
想
性

に
よ
る
こ
と
な
く
描
か
れ
た
地
図
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
思
想
性
に
よ
ら

な
く
て
も
地
図
が
描
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
思
想
性
と
は
地
図
の
「
本
来
そ
な

え
る
べ
き
」
要
素
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
文
章
の
前
に

は
「
観
念
」
が
経
験
世
界
の
外
を
描
く
と
き
に
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
が

明
確
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
仁
和
寺
蔵
日
本
図
は
経
験
世
界
の
内
を
描
い
て

い
る
か
ら
そ
う
な
る
の
だ
、
と
い
う
説
明
を
お
そ
ら
く
著
者
は
し
て
く
れ
る

だ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
思
想
性
と
い
う
の
は
経
験
世
界
の
外
を
描
く
よ
う

な
地
図
だ
け
が
「
本
来
そ
な
え
る
べ
き
扁
要
素
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仁
和
寺
嘉
日
本
図
が
い
わ
ゆ
る
行
基
図
系
統
の
図
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
、
国
土
の
「
か
た
ち
」
が
独
鈷
杵
の
形
を
し
て
い
る
と
い

う
認
識
が
「
仁
和
寺
図
が
描
か
れ
た
一
四
世
紀
に
は
じ
め
に
は
存
在
し
て
い

た
」
（
二
四
頁
）
と
い
う
議
論
は
、
思
想
性
の
そ
れ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。
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実害

　
同
じ
こ
と
は
、
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ

図
は
「
既
存
の
世
界
観
や
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
構
図
を
求
め
ず
に
、
自
ら
の
経

験
を
も
と
に
構
図
を
作
り
上
げ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
世
界
観
や
コ
ス
モ

ロ
ジ
ー
と
は
無
縁
な
世
界
図
」
（
一
九
五
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
素
直
に
読

め
ば
、
カ
ン
テ
ィ
ー
ノ
図
は
思
想
性
と
は
「
無
縁
」
の
図
と
い
う
こ
と
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
四
つ
の
要
素
を
す
べ
て
備
え
た
「
傑
作
」
と
本
当
に
い
え
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
第
四
章
冒
頭
で
四
つ
の
要
素
に
つ
い
て
再

言
・
補
足
し
、
若
干
の
軌
道
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
す
べ
て

二一一一一一→用実

科
学
　
臨

池
　
想
　
性

性←一一芸術 tナ

　　　　　　図1　「地図の四要素」の時代変化

凹地（2007）p．269図33による（一部変更）

の
地
図
は
主
題
の
選
定
を
と
も
な
う
。
と
す
る
と
、
そ
の
主
題
の
選
択
か
ら

は
じ
ま
っ
て
、
そ
れ
を
地
図
に
い
か
に
表
現
す
る
か
の
選
択
ま
で
、
地
図
は
、

制
作
者
ま
た
制
作
依
頼
者
の
意
図
や
考
え
を
表
現
し
、
伝
達
す
る
役
割
を
に

な
う
。
す
べ
て
の
地
図
は
、
必
然
的
に
何
ら
か
の
思
想
性
を
持
つ
の
で
あ

る
」
（
…
　
一
五
頁
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
前
近
代
性
の
象
徴
と
し
て
議
論

さ
れ
て
い
た
思
想
性
が
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
再
定
義

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
た
な
枠
組
み
の
な
か
で
カ
ン
テ
ィ
ー

ノ
図
は
「
傑
作
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
こ
の
枠

組
み
で
み
れ
ば
、
カ
ン
テ
イ
ー
ノ
図
に
も
十
分
な
思
想
性
を
読
み
と
る
こ
と

は
で
き
よ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
新
た
な
枠
組
み
は
再
び
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
テ

ィ
ー
ノ
図
を
「
傑
作
」
と
位
置
づ
け
た
著
者
は
、
最
終
部
で
よ
り
一
般
論
と

し
て
「
こ
れ
ら
四
つ
の
構
成
要
素
を
た
が
い
に
関
連
さ
せ
て
、
そ
の
相
互
関

係
を
も
と
に
地
図
に
お
け
る
『
傑
作
』
生
成
に
つ
い
て
考
え
た
い
」
（
二
六

八
頁
）
と
述
べ
、
四
つ
の
要
素
に
つ
い
て
改
め
て
論
を
農
開
し
、
さ
ら
に
そ

の
関
係
性
が
時
間
軸
と
と
も
に
模
式
図
と
し
て
提
示
さ
れ
る
（
図
1
）
。
こ

の
図
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
や
や
わ
か
り
に
く
い
図
扁
（
二
六
八
頁
）
と
し

て
補
足
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
こ
の
模
式
図
は
分
か
り
に
く
い
。

と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
思
想
性
は
再
び
前
近
代
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
も
そ
も
図
1
は
「
四
つ
の
評
価
要
素
の
す
べ
て
で
高
い
評
価
を

得
る
こ
と
の
で
き
る
地
図
が
『
傑
作
』
し
（
二
七
一
頁
）
と
い
う
著
者
の
「
傑

作
扁
観
を
、
必
ず
し
も
的
確
に
は
示
せ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
実
用
性
・
科
学
性
が
高
ま
れ
ば
、
必
然
的
に
前
時
代
よ
り
も
思
想

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

性
・
芸
術
性
は
低
下
し
て
し
ま
う
よ
う
な
図
と
な
っ
て
お
り
、
「
す
べ
て
で
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高
い
評
価
扁
す
な
わ
ち
「
オ
ー
ル
五
」
と
い
う
評
価
が
存
在
し
得
な
い
よ
う

に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
四
つ
す
べ
て
の
評
価
が
高
い
地
図
を
図
1
で
探
せ

ば
、
著
者
が
言
う
よ
う
に
グ
ラ
フ
が
急
激
な
上
昇
を
見
せ
る
地
点
に
位
置
す

る
地
図
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
地
点
を
素
直
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
オ
ー
ル
五
で
は
な
く
、
相
対
的
に
均
整
の
取
れ
た
地
図
と
い
う
こ
と
に
し

か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
地
図
を
「
傑
作
」
と
位

置
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
図
史
を
通
覧
し
て
も
四
つ
の
要
素
で
絶
対
的
に

高
い
評
価
を
受
け
る
「
オ
ー
ル
五
」
の
地
図
は
誕
生
し
な
か
っ
た
こ
と
を
論

じ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
「
す
べ
て
で
高
い
評

価
」
を
う
け
る
「
傑
作
漏
は
結
局
な
い
の
か
、
と
い
う
妄
想
に
陥
る
可
能
性

も
あ
る
の
だ
が
。

　
図
1
が
描
幽
さ
れ
た
背
景
に
は
、
地
図
の
歴
史
を
「
〈
思
想
姓
＋
芸
術
性
〉

か
ら
く
科
学
性
＋
実
用
性
〉
へ
の
変
化
」
（
二
七
〇
頁
）
と
し
て
と
ら
え
る
著

者
の
地
図
史
観
が
見
え
隠
れ
す
る
。
す
ぐ
後
に
「
〈
科
学
性
＋
実
用
性
〉
に
満

ち
た
『
正
確
撫
な
地
図
」
（
一
一
七
〇
頁
）
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
〈
科

学
性
牽
実
用
性
〉
は
「
正
確
扁
に
近
似
す
る
意
味
だ
ろ
う
。
た
だ
、
一
方
で

著
者
が
轟
不
正
確
』
か
ら
隅
正
確
瓢
へ
と
い
う
単
線
的
な
『
進
化
』
史
観
だ

け
で
は
、
地
図
史
は
や
せ
細
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
」
（
二
六
四
頁
）
と
こ
れ

ま
で
の
地
図
史
を
批
判
し
て
い
る
点
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
批
判
は

妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
言
が
以
後
の
地
図
史
研
究
に
大
き
な
道
標
と
な

る
意
味
に
お
い
て
時
代
画
期
性
を
持
つ
の
は
疑
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
評
者

が
本
書
を
「
傑
作
」
と
す
る
ゆ
え
ん
の
～
つ
で
あ
る
）
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
批
判
し
た
従
来
の
「
進
化
」
史
観
と
図
1
の
よ
う
な
著
者

の
地
図
史
観
の
間
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
差
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
か
、
S
字

曲
線
だ
か
ら
「
単
線
」
的
な
進
化
史
観
で
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
何
か
も
っ
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
評
者
の
能
力

の
限
界
ゆ
え
に
、
両
者
の
差
を
明
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
広
範
な
読
者
が
想
定
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
本
で
は
な
く
、
ぜ

ひ
と
も
専
門
書
の
な
か
で
著
者
の
見
解
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

　
以
上
、
本
書
の
内
容
と
評
者
の
さ
さ
や
か
な
疑
問
を
述
べ
て
き
た
。
他
に

も
い
く
つ
か
思
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
は
個
別
の
地
図
に
関
す
る
も
の
で
煩
碩

と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
こ
う
。
た
だ
、
は
っ
き
り
し
て
い
る

の
は
、
評
者
の
疑
問
な
ど
著
者
の
抱
い
て
い
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
議
論
の

前
で
は
、
ま
さ
に
「
さ
さ
や
か
な
」
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
古

今
東
西
の
地
図
を
圧
倒
的
な
知
識
で
読
み
解
き
、
そ
し
て
比
較
し
て
い
く
な

か
で
一
つ
の
物
語
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
本
書
の
持
つ
画
期
牲
、
す
な
わ

ち
「
傑
作
」
性
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
何
の
意
味
も
持
た
な
い
。

　
書
評
を
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
後
、
「
あ
ら
探
し
」
を
し
ょ
う
と
い
う
卑

し
い
心
を
持
ち
つ
つ
、
本
書
を
数
回
読
み
な
お
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ト
ー

リ
ー
の
展
開
な
ど
覚
え
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
何
度
読
ん
で
も
い
く
つ

も
の
知
的
刺
激
を
受
け
、
そ
の
度
ご
と
に
本
書
の
内
容
に
引
き
込
ま
れ
て
し

ま
っ
た
。
上
記
の
よ
う
な
疑
問
は
見
つ
か
る
が
、
本
書
に
は
「
そ
れ
が
ど
う

し
た
」
と
思
わ
せ
る
だ
け
の
迫
力
と
魅
力
が
溢
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
圧
倒

的
な
存
在
感
は
、
や
は
り
手
に
取
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
伝
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
卑
し
い
心
を
棄
て
て
、
も
う
一
度
読
み
返
し
た
。
や
っ
ぱ
り
面
白

か
っ
た
。
こ
れ
を
「
傑
作
」
と
称
せ
ず
し
て
何
と
言
お
う
。

　
　
　
　
　
（
A
5
版
　
二
七
八
頁
＋
図
版
八
頁
　
二
〇
〇
七
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
経
済
新
訂
出
版
社
　
二
四
〇
〇
円
＋
税
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
）
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