
海
野
一
隆
著

『
地
図
文
化
史
上
の
広
輿
図
』

　
　
（
東
洋
文
庫
論
叢
第
七
十
三
）

獣
類
　
規
矩
雄

　
今
圃
図
ら
ず
も
私
が
故
海
野
～
隆
教
授
の
表
記
の
大
著
を
紹
介
批
評
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
冒
頭
か
ら
私
事
に
な
っ
て
誠
に
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
の
事

に
つ
い
て
お
断
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
は
大
阪
大
学
に
奉
職
し
て

い
た
間
、
ほ
ぼ
九
年
同
僚
の
末
席
に
加
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
聞
に
海
野
先
生
の
碩
学
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
な

お
十
分
な
認
識
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
先
生
は
大
学
を
退
官
さ
れ
る
直
前
に
著
書
『
ち
ず
の
し
わ
』
（
雄
松
堂
、

｝
九
八
五
年
刊
）
を
我
々
同
僚
に
贈
っ
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
内
容
の
博
大
に

し
て
精
緻
な
る
こ
と
に
私
は
驚
嘆
し
た
。
海
野
先
生
に
対
す
る
私
の
認
識
は

誠
に
こ
の
程
度
の
物
な
の
で
あ
る
。
そ
の
私
が
先
生
の
業
績
の
重
要
な
一
角

を
占
め
る
こ
の
大
著
を
紹
介
す
る
の
は
全
く
不
適
任
な
の
で
あ
る
が
、
上
記

の
よ
う
な
縁
で
敢
て
お
引
き
受
け
し
た
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
に
猶
こ
の
著
書

の
編
者
で
あ
る
要
木
佳
美
氏
は
大
阪
大
挙
大
学
院
で
東
洋
史
を
専
攻
さ
れ
、

私
の
受
講
生
で
も
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
重
な
っ
て
い
る
。
地
図
学
史
に
全

く
門
外
漢
の
私
の
紹
介
と
し
て
至
ら
な
い
所
は
大
方
の
御
諒
恕
を
得
た
い
と

思
う
。

　
さ
て
、
本
著
の
内
容
で
あ
る
が
、
先
ず
目
次
を
掲
げ
る
。

は
し
が
き

凡
例

序
章

　
第
一
節
　
方
格
地
図
の
伝
統

　
第
二
節
　
　
『
広
輿
図
』
と
は

第
一
章
　
　
欄
広
輿
図
繍
の
成
立
と
諸
版
本

　
第
一
節
　
稿
本
と
初
版
本

　
第
二
節
　
増
補
本

第
二
章
　
朱
薫
辛
の
「
輿
地
図
」
と
の
関
係

　
第
一
節
　
方
格
へ
の
信
頼

　
第
二
節
朱
思
本
図
の
内
容

　
第
三
節
　
黄
河
水
源
地
方
と
朱
思
本
図

第
三
章
　
地
図
帳
と
し
て
の
『
広
輿
図
』

　
第
一
節
　
地
図
と
記
事

　
第
二
節
　
主
題
図
の
採
用

　
第
三
筋
　
辺
境
・
外
夷
へ
の
関
心

第
四
週
号
国
内
に
お
け
る
反
響

　
第
一
節
　
　
『
広
輿
図
㎏
を
模
倣
し
た
地
図
帳

　
第
二
節
書
籍
所
載
の
『
広
輿
図
幽
系
地
図

　
第
親
節
　
一
面
図
へ
の
回
帰

第
五
章
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
反
響

附
録
一

　
自
序
草
稿

附
録
二

　
一
、
羅
強
国
伝
記
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評書

　
二
、
『
広
輿
図
舳

　
一
二
、
『
広
輿
図
舳

解
説

あ
と
が
き

研
究
文
献
囲
録

の
版
本
に
つ
い
て

　
以
下
目
次
の
順
に
従
っ
て
内
容
の
紹
介
を
進
め
た
い
。
は
し
が
き
で
は
、

本
書
が
海
野
一
隆
教
授
の
遺
稿
を
ま
と
め
た
の
も
で
あ
る
こ
と
や
、
出
版
に

至
る
ま
で
の
経
緯
等
が
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
人
文
地
理
学
教
授
小
林
茂
氏

に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
序
章
、
第
一
節
冒
頭
で
地
図
出
現
の
意
味
を
簡
潔
に
説
か
れ
、
出
土
資
料

と
し
て
甘
胆
魂
天
水
市
放
馬
灘
の
秦
代
墓
出
土
の
地
図
や
、
馬
下
堆
漢
墓
出

土
の
地
図
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
土
地
図
に
お
け
る
特
徴
は
河

川
流
路
の
図
形
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
地
図
作
成
の
座
標
と
さ
れ

た
の
は
河
川
流
路
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
で
は
そ
の
後
の
地

図
作
成
に
当
た
っ
て
は
如
何
な
る
点
が
注
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
装
秀
の
『
国
軍
地
域
図
㎏
の
序
文
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
六
項
目
が
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
が

「
分
率
」
で
、
今
日
番
う
と
こ
ろ
の
縮
尺
の
こ
と
で
あ
り
、
図
面
上
の
縮
小

率
が
一
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
二
は

「
準
望
」
、
物
の
遠
近
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
三
は
「
古
里
」
、
測
量

コ
ー
ス
の
距
離
を
計
測
す
る
こ
と
等
。
今
日
の
観
点
か
ら
し
て
も
肯
け
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
注
意
点
を
踏
ま
え
て
襲
秀
が
完
成
さ
せ
た
国
土
全
図

で
あ
る
『
禺
貫
地
域
図
扁
と
は
如
何
様
な
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏

は
図
が
正
方
形
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
一
辺
八
、
三
九
丈
1
1
二
〇
、
二
四
メ
ー
ト

ル
に
及
ぶ
巨
大
な
絹
布
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
余
り
に
大
き
く

閲
覧
に
は
不
便
で
あ
っ
た
の
で
一
辺
一
議
、
縮
尺
一
寸
百
里
（
一
八
○
万
分

の
一
）
の
図
が
同
時
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
縮
尺
「
一

寸
百
里
」
と
い
う
表
現
は
図
面
に
一
区
画
一
寸
の
方
格
が
記
入
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
原
本
の
咽
禺
貢
地
域
図
』
に
も
方
格
が
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
斐
秀
の
こ
の
地
図
の
直
系
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
宋
代
石

刻
の
『
事
跡
図
』
に
「
毎
方
折
地
百
里
」
の
方
格
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
見
て
も
厳
格
の
存
在
は
確
実
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
縮
尺
に
基
づ
く
方
格
地
図
の
出
現
は
三
世
紀
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
方
格
と
西
洋
製
地
図
の
方
眼
図
法
に
よ
る
経
緯

線
網
と
は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
申

国
地
図
帖
で
は
一
貫
し
て
大
地
平
板
説
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
故
に
本
著
で
は
「
方
格
地
図
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
装
秀
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
＝
寸
百
里
」
と
い
う
縮
尺
は
、
そ
の
後
、

唐
の
賞
耽
『
海
内
華
夷
図
』
に
引
継
が
れ
た
ら
し
い
が
現
存
せ
ず
、
そ
の
流

れ
を
汲
む
染
代
刻
石
の
『
華
塁
壁
』
等
が
存
在
す
る
が
方
格
の
記
入
は
無
か

っ
た
。
一
代
の
国
土
全
図
の
う
ち
、
管
下
を
備
え
て
い
る
の
は
上
述
の
『
華

夷
図
臨
（
副
祥
省
博
物
冷
蔵
）
の
背
面
に
彫
ら
れ
て
い
る
『
三
跡
図
幽
、
及
び

同
種
の
『
禺
　
光
臨
（
鎮
江
博
物
館
蔵
）
の
二
点
で
あ
り
、
共
に
「
毎
方
折

地
百
里
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
国
土
全
図
の
場
合
、

図
上
の
方
格
の
実
地
距
離
を
「
百
里
」
に
定
め
る
と
云
う
方
式
は
宋
代
頃
ま

で
に
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
元
代
の
朱
零
本
の
磯
輿
地

図
』
に
引
継
が
れ
、
更
に
明
の
羅
洪
先
の
『
広
輿
図
撫
に
繋
が
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
節
で
は
、
羅
幸
先
の
『
広
輿
図
㎞
が
元
の
翠
雲
本
の
地
図
を
基
礎
に
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し
た
帯
下
図
法
に
よ
る
地
図
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
一

枚
図
で
は
な
く
地
図
帳
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
各
種
の
統
計
や
行
政
区
画

一
覧
表
を
も
備
え
て
い
る
点
に
羅
洪
先
の
こ
の
地
図
作
成
の
意
図
を
探
る
こ

と
が
で
き
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
広
輿
図
臨
は
需
要
が
多
く
度
々
版
を
重

ね
、
以
後
の
中
国
の
み
な
ら
ず
東
西
両
洋
に
伝
播
し
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
世
界
の
地
図
史
に
お
い
て
『
広
輿
図
聴
の
持
っ
た
意

義
、
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
書
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

　
本
論
に
入
っ
て
第
～
章
で
は
表
題
通
り
咽
広
輿
図
』
の
成
立
と
諸
版
本
に

つ
い
て
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
る
。
第
～
節
で
は
初
版
本
と
考
え
ら
れ
る
羅

学
院
氏
旧
蔵
の
『
広
輿
図
臨
序
文
の
考
察
か
ら
始
め
ら
れ
、
羅
届
先
の
文
集

等
関
係
資
料
を
検
討
さ
れ
た
結
果
、
初
版
の
刊
行
に
は
、
当
時
江
西
省
の
地

方
官
で
あ
っ
た
王
宗
沐
の
尽
力
が
大
き
く
作
用
し
、
そ
の
刊
行
は
嘉
斎
王
十

六
年
（
一
五
五
七
）
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
稿
本
の
作
成
に
は

十
余
年
の
歳
月
が
費
や
さ
れ
嘉
靖
三
十
三
～
三
十
四
年
頃
に
完
成
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。

　
第
二
節
、
羅
洪
先
の
『
広
輿
図
臨
は
彼
の
存
命
中
に
既
に
三
回
刊
行
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
も
清
の
嘉
慶
版
に
至
る
ま
で
数
量
に
わ
た
っ

て
刊
行
、
増
補
が
行
わ
れ
た
。
氏
は
第
二
版
と
考
え
ら
れ
る
嘉
靖
三
十
七
年

刊
本
か
ら
嘉
慶
刊
本
に
至
る
ま
で
全
て
の
刊
本
に
つ
い
て
、
内
外
を
問
わ
ず

現
存
の
諸
本
の
内
容
を
比
較
検
討
さ
れ
た
。
慕
靖
四
十
年
刊
本
で
は
琉
球
・

日
本
・
四
夷
の
三
図
が
補
入
さ
れ
た
ほ
か
、
各
省
及
び
九
辺
に
関
す
る
記
事

が
加
え
ら
れ
た
が
、
以
後
の
版
に
お
け
る
品
格
の
扱
い
を
初
め
、
記
事
の
増

補
の
相
違
ま
で
が
詳
細
に
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
は
朱
儒
本
の
『
輿
地
図
騙
と
の
関
係
と
題
さ
れ
て
い
る
。
羅
洪
先

は
三
年
の
努
力
の
末
よ
う
や
く
信
頼
に
値
す
る
地
図
と
し
て
朱
思
本
図
を
発

見
し
た
。
彼
は
こ
の
図
を
基
礎
に
し
て
『
広
輿
図
騙
を
作
成
し
た
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
朱
思
本
図
は
今
日
伝
存
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
氏
は
『
広
輿

図
騙
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
朱
思
本
図
の
内
容
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
朱
思
本
図
は
縦
横
七
尺
の
大
幅
の

　
枚
図
で
あ
っ
た
の
を
、
羅
洪
儒
は
そ
れ
を
分
割
し
て
各
々
独
立
し
た
四
十

八
地
方
図
と
し
て
～
帳
に
ま
と
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
主
要
部
分
を
な

す
二
直
隷
十
三
省
の
各
図
は
全
て
毎
方
百
里
の
方
格
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
基
礎
と
な
っ
た
朱
思
本
図
に
も
整
然
と
し
た
営
営
（
考
察
に
よ
り
縮

率
八
分
百
里
と
さ
れ
た
）
が
描
か
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
中
国
本
土
以
外
で
『
広
輿
図
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
図
・
安
南

図
・
西
域
図
・
黄
河
図
等
外
域
図
と
朱
思
本
図
と
の
関
係
が
考
察
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
多
く
が
朱
唇
本
図
を
分
割
改
訂
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
黄
河
図
第
三
で
、
こ
れ
に
は
元
代
、
都
実
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
叢
論
探
検
（
至
元
十
七
・
＝
～
八
○
）
に
基
づ
く
知
見
が
早

く
も
地
図
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
更
に
こ
う
し
た
検
討

の
結
果
、
朱
思
本
の
作
図
法
や
図
形
に
は
、
当
時
中
国
に
流
入
し
て
き
て
い

た
イ
ス
ラ
ム
地
図
学
の
影
響
は
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
中
国
の
伝
統
的
地
図
学

に
忠
実
に
従
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
彼
が
当
時
の
南
方
道
教
の
高
位
の
道
士

で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
興
味
あ
る
推
察
が

な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
は
、
『
広
輿
図
』
が
単
な
る
地
図
帳
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
か
な

り
多
く
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
氏
は
朱
思
本
図
以
外
に
、
羅
門
先

が
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
資
料
の
考
察
を
さ
れ
る
。
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ

た
の
が
桂
募
の
『
皇
明
輿
図
』
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
図
紀
と
題
さ
れ
た
部
分

が
あ
り
、
そ
れ
に
は
府
州
県
・
軍
衛
・
戸
ロ
・
銭
糧
・
軍
馬
に
関
す
る
統
計
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評仰

望
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
統
計
項
目
と
数
値
を
『
広
輿
図
』
の
そ
れ

と
比
較
す
る
と
、
そ
の
殆
ん
ど
が
一
致
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
図
帳
と

し
て
の
隅
広
輿
図
』
は
『
皇
明
輿
図
』
を
基
本
に
し
た
も
の
と
判
定
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
『
広
輿
図
舳
に
は
黄
河
図
・
海
運
図
・
漕
運
図

等
、
主
題
図
と
い
う
べ
き
地
図
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
殊
に
特
徴
的
な
の

は
扇
蟹
二
等
の
辺
境
地
図
で
あ
る
。
氏
は
こ
れ
ら
辺
境
図
の
基
と
な
っ
た
資

料
を
詳
細
に
考
察
す
る
と
共
に
、
当
時
の
明
朝
の
直
面
し
た
「
北
善
南
倭
」

と
い
う
政
治
問
題
に
羅
洪
先
が
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
現
れ
で
あ
る
と
述

べ
て
い
ら
れ
る
。
ま
た
「
東
南
海
夷
図
」
、
「
西
南
海
夷
曲
」
は
元
の
李
沢
民

図
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
図
に
関
し
て
は
元
代
に
行
わ
れ
て
い

た
物
よ
り
退
化
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
『
広
輿
図
』
が
伝
統
的
な
方
格
図
法
に
基
づ
い
た
精
細
な

地
図
帳
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
中
国
に
お
い
て
、
そ
れ
以
後
の
地
図
帳
の

作
成
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
徹
底
し
て
詳
細

に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
『
広
輿
図
馳
に
わ
ず
か
な
増
補
改
訂
を
行
っ

た
だ
け
の
地
図
帳
と
し
て
注
縫
預
の
『
昏
昏
考
』
（
万
暦
二
十
三
・
一
五
九

五
年
刊
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
次
い
で
陳
組
綬
『
皇
明
職
方
地
図
』
（
崇
禎

九
・
｝
六
三
六
年
刊
）
、
顧
祖
禺
『
輿
図
要
覧
』
（
順
治
十
二
・
「
六
五
五
年

序
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
地
図
や
記
述
の
相
違
点
心
が
具
体
的
に
考
察
さ

れ
て
い
る
。
更
に
嘉
靖
一
工
十
六
年
の
序
を
も
つ
張
天
復
『
皇
輿
考
臨
か
ら
始

ま
り
、
清
の
厳
如
燈
『
洋
防
爆
要
』
（
道
光
十
八
・
一
八
三
八
年
刊
）
に
至

る
ま
で
の
各
種
書
籍
三
十
五
点
に
つ
い
て
『
広
輿
図
』
系
の
地
図
が
ど
の
よ

う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
さ
れ
、
十
六
世
紀
半
ば
か
ら
十
九
世

紀
後
半
に
至
る
ま
で
三
世
紀
余
に
わ
た
っ
て
『
広
輿
図
騙
の
地
図
は
書
籍
の

中
で
生
き
続
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
清
代
中
期
以
降
は
、

こ
の
地
図
も
耶
蘇
会
士
の
指
導
に
よ
っ
て
完
成
し
た
康
煕
図
に
と
っ
て
代
わ

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
第
三
節
で
は
、
こ
う
し
た
地
図
が

　
方
で
は
一
面
図
へ
復
帰
し
て
行
く
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。

一
颪
図
に
は
国
土
全
体
を
一
時
に
複
数
人
が
～
覧
で
き
る
長
所
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
最
初
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
『
広
輿
図
騙
を
基
に
し
た
白
君

可
の
中
国
全
図
（
朝
鮮
模
写
本
、
万
暦
二
十
二
年
）
で
あ
り
、
次
い
で
『
備

薦
張
明
「
統
形
勢
分
野
人
物
出
処
全
覧
臨
（
於
福
州
、
万
暦
三
十
三
・
…
六

〇
五
年
刊
）
、
『
皇
輿
図
繍
（
刊
行
年
不
明
）
が
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
後

の
出
版
で
注
目
さ
れ
る
の
が
清
初
の
思
想
家
黄
宗
義
の
作
品
と
判
定
さ
れ
た

国
土
全
図
（
康
煕
十
二
・
＝
ハ
七
三
年
刊
）
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
地
図
が

『
広
輿
図
』
系
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
こ
の
図
の

内
容
が
玉
代
の
現
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
歓
迎
を
受
け
、
多
数
の

改
訂
版
が
出
現
し
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
一
覧

表
が
付
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
ら
の
中
で
乾
隆
三
十
二
年
（
一
七
六
七
）
刊

の
黄
千
人
『
大
島
万
年
一
統
天
下
全
図
』
で
は
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
等
西

洋
諸
国
名
が
追
加
さ
れ
、
マ
ラ
イ
半
島
が
描
か
れ
る
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
中

国
国
土
全
図
の
域
を
脱
し
た
伝
統
的
な
華
夷
風
世
界
図
へ
と
変
化
し
て
き
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
は
そ
の
表
題
通
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
『
広
輿
図
舳
の
影
響
が

考
察
さ
れ
る
。
一
、
西
洋
最
初
の
単
独
シ
ナ
図
は
オ
ル
テ
リ
ウ
ス
の
地
図
帳

『
世
界
の
舞
台
騙
（
～
五
八
四
年
版
）
所
収
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
バ
ル
ブ
ダ
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
バ
ル
ブ
ダ
が
依
拠
し
た
資
料
と
し
て
、
バ
ロ
ス
の
『
ア
ジ
ア
旬
年

史
輪
や
、
当
時
既
に
ス
ペ
イ
ン
に
到
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
『
古
今
形

勝
之
図
』
等
が
検
討
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
利
用
さ
れ
た
可
能
性
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が
低
い
と
さ
れ
、
従
っ
て
『
広
輿
図
臨
系
の
地
図
が
参
照
さ
れ
た
形
跡
は
無

い
と
判
断
さ
れ
た
。
二
、
そ
れ
で
は
い
つ
頃
ど
の
よ
う
な
形
で
『
広
輿
図
圏

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
期
の
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
は
ス
ペ
イ
ン
人
宣
教
師
と
し
て
一
五
七
五
年
中
国
を
訪
れ
た
ラ
ー

ダ
の
手
記
で
あ
る
。
こ
の
手
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
省
別
の
都
市
の
数
、
戸

数
、
納
税
者
数
等
が
騨
広
輿
図
㎏
に
基
づ
い
て
お
り
、
ま
た
辺
境
の
行
政
区

の
名
称
等
に
つ
い
て
は
欄
皇
明
輿
地
之
図
舳
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、

こ
の
手
記
は
や
が
て
メ
ン
ド
ー
サ
の
『
シ
ナ
大
王
習
業
繍
の
内
容
に
も
取
り

入
れ
ら
れ
た
の
で
、
磯
広
輿
図
聴
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
影
響
は
、
ラ
ー
ダ
の

手
記
、
な
い
し
は
メ
ン
ド
ー
サ
の
著
書
を
も
っ
て
噛
矢
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
十
七
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
王
室
地
理
学
者
で
あ
っ

た
ニ
コ
ラ
ス
・
サ
ン
ソ
ン
の
証
喬
を
検
討
し
、
彼
が
一
六
五
六
年
刊
行
し
た

シ
ナ
図
は
『
広
輿
図
舳
の
図
形
的
特
徴
が
よ
く
現
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、

ル
ジ
ェ
リ
作
の
シ
ナ
図
と
の
関
係
等
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
三
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
シ
ナ
図
の
到
来
の
状
況
が
考
察
さ
れ
る
。
世
界

で
三
人
呂
の
地
球
一
周
航
海
家
で
あ
っ
た
ト
ー
マ
ス
・
キ
ャ
ベ
ン
デ
ィ
シ
ュ

が
～
五
八
八
年
、
航
海
を
終
え
て
持
ち
帰
っ
た
シ
ナ
図
が
イ
ギ
リ
ス
到
来
の

最
初
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
広
輿
図
騙
系
の
も
の
か
ど
う
か
判
定
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
で
は
世
界
進
出
競
争
に
乗
り
出
し

東
洋
に
関
す
る
情
報
収
集
に
努
力
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
徳
川
家
康
に

も
会
見
し
た
こ
と
の
あ
る
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
船
長
が
バ
ン
タ
ム
（
ジ
ャ
ワ

島
）
で
入
手
し
た
シ
ナ
図
を
持
ち
帰
っ
た
。
こ
の
地
図
は
簡
略
化
し
て
パ
ー

チ
ャ
ス
の
『
バ
ク
ル
ー
ト
の
遺
著
舳
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
パ
…
チ
ャ
ス

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
セ
ー
リ
ス
の
も
た
ら
し
た
シ
ナ
図
は
内
容
の
詳
し
い
大

型
図
で
、
漢
字
で
『
皇
明
一
統
方
輿
照
覧
』
と
題
さ
れ
、
『
広
輿
図
』
を
資

料
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
で
は
パ
ー
チ
ャ
ス

自
身
の
地
図
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
記
さ
れ
た
地

名
な
ど
は
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
回
想
録
な
ど
当
時
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
報
告

を
よ
く
検
討
、
利
用
し
て
い
て
優
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

　
四
で
は
、
十
七
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
中
国
か
ら
　
時
帰
黙
し
た
イ
エ
ズ

ス
会
士
自
ら
が
詳
細
な
シ
ナ
地
図
帳
を
編
集
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
。
そ
の

最
初
と
し
て
ボ
イ
ム
の
シ
ナ
図
帳
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
氏
は
こ
の
図
の
基

礎
に
な
っ
た
資
料
を
詳
し
く
考
察
さ
れ
、
満
洲
・
朝
鮮
の
地
名
は
マ
テ
オ
・

リ
ッ
チ
の
『
坤
輿
万
国
全
図
』
に
従
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
系
統
的
に
は

『
広
輿
図
瞼
系
の
図
集
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
ボ

イ
ム
の
シ
ナ
図
は
地
名
表
記
に
漢
・
欧
の
両
文
字
を
用
い
た
西
洋
最
初
の
本

格
的
作
品
と
評
価
さ
れ
る
が
、
漢
字
が
印
刷
の
障
害
と
な
り
結
局
出
版
さ
れ

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ほ
ぼ
同
時
期
、
欧
字
の
み
の
シ
ナ
地
図
帳
と
し
て
出

版
さ
れ
た
の
が
マ
ル
チ
ー
二
の
図
帳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
プ
ラ
ウ
の
哩
世
界

地
図
帳
臨
の
第
六
巻
と
し
て
刊
行
（
｝
六
五
五
年
）
さ
れ
、
そ
の
後
多
く
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
翻
訳
さ
れ
て
広
ま
っ
た
経
緯
。
ま
た
こ
の
図
帳
の
内
容
が

多
く
隅
広
輿
図
漉
の
記
事
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
最
後
の
「
要
約
と
結
語
漏
で
は
、
シ
ナ
地
図
学
藺
漸
史
年
表
が
掲
げ
ら

れ
る
と
共
に
、
『
広
輿
図
騙
が
西
洋
地
図
学
史
に
与
え
た
影
響
と
し
て
、
第

一
に
シ
ナ
国
土
に
関
す
る
詳
細
正
確
な
情
報
を
提
供
し
た
こ
と
。
第
二
と
し

て
地
図
学
の
方
法
論
的
な
面
に
お
い
て
、
西
洋
に
新
風
を
送
り
込
ん
だ
こ
と
、

即
ち
地
図
上
に
砂
漠
を
描
示
す
る
と
い
う
技
法
を
伝
え
た
こ
と
を
上
げ
て
お

ら
れ
る
。
な
お
こ
の
後
に
全
体
の
補
遺
、
追
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
附
録
一
、
附
録
二
、
解
説
が
麗
か
れ
て
い
る
。
附
録
｝
は
海
野
教
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授
自
身
の
「
自
序
草
稿
」
で
あ
る
。
附
録
二
は
、
本
書
の
編
者
で
あ
る
隅
木

佳
美
氏
の
手
に
な
る
羅
藁
蕎
の
伝
記
と
年
表
で
あ
る
が
、
筆
者
は
文
中
に
お

い
て
羅
洪
先
が
重
要
な
陽
明
学
の
思
想
家
で
あ
る
こ
と
に
は
殆
ど
触
れ
な
か

っ
た
。
彼
の
そ
う
し
た
立
場
や
師
友
関
係
を
知
る
上
で
、
氏
の
文
は
大
い
に

役
立
つ
と
思
う
。
ま
た
『
広
輿
図
臨
研
究
文
献
目
録
。
『
広
輿
図
舳
の
版
本

に
つ
い
て
も
研
究
者
に
と
っ
て
有
用
な
記
事
で
あ
ろ
う
。
久
武
哲
也
教
授
に

よ
る
「
解
説
」
は
海
野
教
授
の
『
広
輿
図
㎞
研
究
に
対
す
る
誠
に
的
確
な
解

説
で
あ
り
必
読
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
文
五
章
お
よ
び
附
録
に
つ
い
て
筆
者
の
紹
介
な
り
感
想
を
述
べ

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
書
を
読
ん
で
痛
感
し
た
こ
と
は
海
野
一
隆
教
授
の

学
殖
の
該
博
な
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
資
料
検
討
の
厳
密
さ
と
同
時

に
、
現
存
の
資
料
に
つ
い
て
は
個
人
の
力
の
及
ぶ
限
り
、
国
内
は
も
と
よ
り
、

外
国
に
ま
で
足
を
運
ば
れ
そ
れ
を
実
検
し
よ
う
と
さ
れ
た
態
度
に
は
、
た
だ

た
だ
頭
の
下
が
る
思
い
で
あ
る
。
随
所
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
地
図
写
真
が
そ

の
～
端
を
物
語
り
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
地
図
学
史

研
究
に
大
き
な
基
礎
と
な
る
べ
き
著
作
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
な
お
最
後
に

な
っ
た
が
、
こ
の
重
要
な
著
作
の
原
稿
を
預
か
り
、
大
部
の
～
冊
に
ま
と
め

上
げ
ら
れ
た
情
誼
佳
美
氏
の
編
集
努
力
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
思
う
。
ま
た
本
書
の
出
版
に
尽
力
さ
れ
た
斯
波
義
信
名
誉
教
授
と
東

洋
文
庫
の
関
係
者
の
方
々
に
も
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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