
に
依
っ
て
建
設
せ
ら
れ
た
と
云
う
事
が
測
地
で
は
エ

ト
ル
ス
キ
学
上
の
常
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ

る
．
。
叉
宗
教
史
に
於
い
て
も
エ
ト
ル
ス
キ
的
な
デ
ー

モ
ン
の
世
界
支
配
の
思
想
が
前
一
世
紀
に
H
ヒ
。
㌫
o
σ

が
回
）
。
カ
。
「
潜
蟄
2
翼
嚢
p
を
署
わ
す
迄
ロ
ー
マ
人
の

宗
教
意
識
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
事
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
芸
術
の
面
に
於
い

て
も
今
迄
エ
ト
ル
ス
キ
芸
術
の
最
後
の
製
作
は
前
一

琶
紀
に
概
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
多
く
の
あ
る
も
の

が
8
β
器
§
曇
舞
費
写
・
碁
。
蓬
降
る
こ
と
が
証

萌
．
さ
れ
た
。
　
（
宏
」
〃
薦
昌
p
二
三
同
語
㊧
ご
p
二
窪
≡
護

葺
乙
鑑
暮
ぎ
。
畠
。
「
。
・
℃
鐸
簿
『
環
＝
鴇
ゴ
。
踏
　
囲
瓢
諺
r

｝
と
三
差
。
ず
鳥
。
い
（
ぽ
三
も
・
o
プ
。
匿
鍵
0
7
H
奮
起
嘗
陣
笛
り

O
G
Q
～
Φ
偶
p
算
ド
O
幽
Q
O
－
6
腸
P
o
o
一
町
c
o
ω
餅
b
σ
ω
刈
）

　
か
く
し
て
エ
ト
ル
ス
キ
芸
術
の
影
響
は
ロ
ー
マ
に

よ
う
征
服
及
び
政
治
的
統
一
の
後
」
に
も
爾
イ
タ
リ
ア

の
地
に
存
続
し
た
こ
と
に
対
し
我
々
は
改
め
て
ニ
ト

ル
ズ
キ
交
明
の
強
大
性
に
就
い
て
深
き
反
省
を
な
す

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
が
塞
論
文
の
大
体
の
内
容
紹
介
で
あ
る
が
景

後
に
私
の
読
後
感
を
述
べ
さ
せ
て
戴
く
な
ら
ば
こ

れ
は
確
か
に
エ
ト
ル
ス
キ
学
の
現
況
を
知
る
に
は
極

め
て
要
を
得
た
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
胃
鍵
彰
≡
島

轡
評
と
紹
介

主
○
。
プ
が
仏
暫
し
た
H
、
巳
ざ
陣
二
昌
。
の
著
書
に
は

】W

黶
i
）
。
プ
が
支
持
す
る
東
方
説
を
遂
次
批
判
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
文
を
も
っ
て
し
て
は
致
凝
不

可
能
で
あ
ろ
5
が
池
三
身
の
同
、
島
一
三
二
降
っ
の
批
判

を
知
ら
ん
と
欲
す
る
の
は
私
一
人
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
H
、
巳
一
。
融
け
貯
○
的
な
土
総
説
に
ご
ご
一
。
。
ご
的
東
方
説

が
鍛
も
対
立
酌
な
見
解
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
今
後

の
エ
ト
ル
ス
キ
笥
篭
の
鍵
の
一
つ
ゆ
．
ゆ
鼠
く
≡
い
纂
坤
Q
ロ

ノ、

皷
陂
m
○
≦
o
皐
δ
　
か
ら
。
ナ
、
汐
顕
養
江
。
質
簿
「
窮
喰
δ

へ
の
転
換
を
℃
p
ご
鼠
陣
ぎ
っ
の
如
く
に
内
部
的
た
連

続
的
聚
展
と
昆
る
か
或
は
羅
O
o
プ
の
如
く
に
外
的

変
革
と
見
る
か
に
依
っ
て
エ
ト
ル
ス
キ
人
の
紀
藩
論

が
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
爾
一
応
．
お
詑
び
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
こ
の
紹
介
は
時
間
的
に
余

裕
が
な
く
非
常
な
蒼
樫
の
弓
ち
に
鐵
来
上
っ
た
も
の

な
る
故
に
大
き
な
誤
読
或
は
麟
解
を
犯
し
て
い
は
せ

ぬ
か
と
恐
九
る
の
で
あ
る
読
者
諸
氏
の
抵
判
を
期
待

す
る
次
第
で
あ
ろ
。
　
　
　
－
滞
、
香
　
正
1
－
…

小
林
行
雄
著

　
日
本
考
古
学
概
説

蒲
本
考
古
学
は
近
年
癒
し
い
進
歩
を
遂
げ
て
来

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
成
果
が
、
必
ず
し
も
一

般
に
よ
く
知
ら
．
れ
、
利
　
舶
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
そ
の
原
顕
の
一
つ
と
し
て
は
、
戦
争
中
か
ら
戦

紳傑

ﾉ
亙
る
困
難
・
次
事
情
の
た
め
に
、
掌
術
的
に
重
要

な
発
．
掘
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
の
報
告
書
の
出
版
は
遅

れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
と
と

も
に
、
著
し
く
拡
大
さ
れ
た
知
識
を
、
適
確
に
ま
と

め
上
げ
た
概
説
嚇
貨
が
殆
ど
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

も
、
先
づ
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
．
ろ
う
、
．
こ
の

後
者
の
要
望
に
答
え
寝
る
も
の
と
し
て
、
本
婁
の
持

つ
煮
出
は
大
き
く
評
価
さ
汽
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
注
意
さ
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
の
は
、
そ
の
「
隊
し

が
き
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
弓
に
、
愚
物
の
記

述
に
ヵ
を
用
い
て
い
た
過
表
の
概
説
書
と
は
異
っ
た

行
き
方
の
採
用
で
あ
ろ
。
即
ち
「
遼
物
研
究
の
単
聞

か
ら
入
類
’
の
過
去
を
研
究
ナ
ス
．
学
問
へ
の
方
向
に
、

よ
り
近
づ
け
よ
5
」
と
す
る
企
て
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
広
嚢
の
歴
為
書
の
一
管
野
と
し
て
考
古
学
を
　
買
識

す
る
場
合
、
当
然
の
方
向
と
言
わ
ね
ば
飛
ら
ぬ
。

　
か
か
る
方
向
の
下
に
、
羅
文
式
・
彌
生
式
・
古
墳

の
三
時
代
の
概
説
が
進
め
ら
九
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
記
述
に
当
っ
て
ぽ
、
　
［
序
章
に
お
い
／
．
各
鱒
代

の
総
説
を
一
二
者
の
対
比
の
う
ち
に
進
め
、
落
居
・
生

へ
〇
七
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轡
騨
と
紹
介

漂
・
服
飾
・
工
芸
・
土
器
・
習
俗
・
雛
舗
な
ど
の
共

通
し
た
聞
題
な
沓
時
代
ご
と
に
概
観
し
、
羅
女
式
時

代
に
お
い
て
獣
人
種
論
を
、
彌
生
式
時
代
に
お
い
て

は
文
化
伝
播
の
問
題
・
を
、
吉
墳
時
代
に
お
い
て
は
実

年
代
の
決
定
滅
を
、
そ
れ
ぞ
れ
考
古
学
上
の
重
要
な

主
題
と
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
以
て
そ

れ
ぞ
れ
の
手
代
の
結
論
と
し
、
ま
た
つ
ぎ
の
時
代
へ

の
前
奏
と
し
て
の
意
昧
を
も
だ
せ
る
こ
と
に
意
を
用

い
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
構
成
に
従
5
記
述
に
よ
っ
て
、
三
時

代
の
根
数
の
閣
係
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
内
容
・

・
特
徴
は
明
瞭
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

か
か
る
灘
一
成
は
、
　
ご
力
に
お
い
て
は
、
各
時
代
内
に

お
け
る
文
化
の
発
展
と
い
う
面
の
理
解
を
困
難
に
し

た
点
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
呉
体
的
匹
葺
え
ば
、

縄
文
式
時
代
は
五
期
に
、
彌
生
式
及
び
古
墳
時
代
は

そ
れ
ぞ
れ
三
期
に
細
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
谷
期
の
内
容
の
説
明
が
、
必
要
に
応
じ
て
各
所

に
分
散
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
結
果
を
来
し
て
い

る
。
そ
れ
故
に
、
初
掌
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
寒
期

の
呉
体
約
な
内
容
や
意
昧
が
や
や
把
握
し
難
い
点
が

生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
化
内
容
の

穣
雑
な
古
墳
時
代
に
お
い
て
特
に
感
じ
ら
れ
ろ
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
の
三
期
の
区
分
に
つ
い
て
、
も
う
少

し
は
っ
き
り
し
た
規
定
が
下
さ
れ
た
か
っ
た
．
、

　
上
述
せ
る
企
図
に
従
い
つ
つ
、
一
方
、
　
「
考
古
学

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
う
る
限
度
を
超
え
な
い
臼
・
本

古
代
史
」
と
い
う
制
限
を
厳
し
く
守
り
な
が
ら
筆
を

進
め
て
行
く
こ
と
の
難
し
さ
は
十
分
に
理
解
鐵
来
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
困
難
な
課
題
は
、
善
南
に
し

て
正
確
な
る
資
料
を
自
己
の
も
の
と
し
、
そ
こ
に
含

ま
れ
て
い
る
種
々
の
問
題
を
根
抵
か
ら
再
考
察
し
、

簡
潔
に
整
理
し
、
ま
と
め
上
げ
た
薯
津
掴
の
手
腕
に
よ

っ
て
十
分
に
果
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
事
な
整
理
の

結
果
と
し
て
、
日
本
考
古
学
の
現
段
階
の
明
確
な
知

識
と
、
将
来
へ
の
展
塁
は
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
読
者

に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
に
む

つ
か
し
さ
と
い
う
竜
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

先
ず
第
一
に
考
宵
学
そ
の
も
の
の
む
う
か
し
さ
に
起

困
ず
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
遺
物
遺
事
を
手
が
か
り

と
し
て
、
人
類
の
足
跡
を
追
う
こ
と
は
、
決
し
て
容

易
な
仕
事
で
な
い
こ
と
を
反
省
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

叉
、
本
讃
の
内
容
が
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
知
識
と

閥
題
と
を
圧
縮
し
た
形
で
盛
り
込
ん
だ
が
た
め
に
、

初
学
者
に
む
つ
か
し
過
ぎ
る
と
言
う
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
註
の
中
に
適
切
に
選
ら
ば
れ
て
い
る
文
献
が
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

津
を
助
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
考
古
学
の
丁
零
に

お
い
て
は
挿
図
の
果
す
重
要
な
役
割
り
は
こ
に
説
明

す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
正
確
な
実
測
図
を
主
体
と
す
る
挿
図
が
極

め
て
豊
熟
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
殆
ど
遣
憾

が
な
い
と
言
え
る
の
み
な
ら
ず
、
実
測
図
の
在
り
方

に
関
し
て
も
示
唆
を
受
け
る
こ
と
が
揖
来
よ
う
。
た

だ
本
の
大
き
さ
の
関
係
か
ら
、
や
や
縮
少
が
過
ぎ

て
、
文
様
の
細
部
な
ど
に
不
明
瞭
な
点
が
生
じ
た
も

の
が
あ
る
の
は
非
常
に
惜
し
ま
れ
る
。
叉
、
拓
本
に

よ
る
鏡
の
瓢
の
不
明
瞭
さ
に
つ
い
て
は
、
一
考
の
余

地
が
あ
ろ
う
。
巻
頭
の
写
真
も
、
数
の
少
な
す
ぎ
る

う
ら
み
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
普
及
を
旨
指
し
た
本
舗

の
三
八
…
上
、
止
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
ね
ば
な
る

占
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
考
古
学
の
正
確
な
知
識

を
得
よ
う
と
す
る
入
々
、
旨
本
葺
吉
学
を
こ
れ
か
ら

研
究
し
よ
う
と
す
る
長
々
に
と
っ
て
、
本
書
が
も
っ

と
も
信
顧
の
出
来
る
通
標
と
し
て
の
役
名
を
＋
分
に

果
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
、
つ
た
な
い
紹
介

を
終
り
た
い
と
思
う
。
　
（
一
九
五
一
年
一
二
月
発

行
、
創
元
選
謬
、
君
6
三
二
〇
頁
、
図
版
八
頁
、
挿

燃
凶
山
ハ
七
、
　
二
ふ
ル
○
円
）
　
　
　
・
…
藤
棚
沢
長
治
・
1
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