
撫

ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
　
野
村
｝
止
七
一
訳

　
地
理
学
方
法
論

　
　
　
　
　
地
理
学
の
性
格

　
地
理
学
ほ
ど
、
そ
の
本
質
・
対
象
。
方
法
に
つ
い

て
多
く
論
ぜ
ら
れ
た
科
学
は
す
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

十
九
世
紀
に
近
代
地
理
学
が
巨
鉦
達
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
て
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
岡
じ
よ
う
な
問

題
一
例
え
ば
、
二
璽
の
意
昧
の
二
元
論
（
系
統
科

学
か
記
載
科
学
か
、
膚
然
科
掌
か
弓
丈
科
学
か
、
）

門
地
域
」
は
婁
在
す
る
概
念
か
否
か
、
「
地
域
区
分
」

の
意
義
と
方
法
な
ど
一
が
来
解
決
の
ま
ま
繰
返
し

議
論
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
は
ハ
ー
ツ
ホ
；
ン
教
授
が
、
こ
の
よ
う
な

地
理
掌
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
　
一
九

　二

續
N
　
．
．
》
昌
⇔
繊
ω
　
鼠
3
⑦
　
》
ω
ω
8
一
象
一
〇
ゆ
。
団

渉
ヨ
Φ
ユ
0
9
。
博
　
○
Φ
o
α
q
蜀
淘
げ
①
湯
、
、
誌
上
に
モ
ノ
グ
ラ

フ
と
し
て
二
号
に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
大
幅

な
増
補
を
加
え
て
、
　
一
九
四
六
年
に
米
国
地
理
学
者

協
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
の
邦
訳
で
あ
る
。
や
や

も
す
れ
ば
実
地
調
査
に
專
心
し
て
、
本
質
論
へ
の
反

省
…
を
な
お
ざ
り
に
し
が
ち
な
傾
向
に
あ
っ
た
米
国
地

理
学
界
に
対
し
て
、
ヂ
イ
ツ
学
派
の
ポ
レ
ミ
…
ク
を

し
っ
か
り
ふ
ま
え
た
原
薯
の
出
馬
は
大
き
な
刺
激
を

与
え
た
。
戦
後
、
わ
が
国
の
地
理
学
界
が
同
様
の
傾

向
に
あ
る
蒔
、
親
し
く
原
著
齎
に
つ
い
て
学
ば
れ
た

野
村
氏
に
よ
っ
て
、
本
書
が
邦
訳
さ
れ
た
事
は
ま
こ

と
に
蒔
宜
を
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
十
二
血
卑
、
　
轟
ハ
百
誓
只
炉
匹
・
も
．
わ
た
り
、
鮪
激
密
な
畝
湘
理
嫌
柵

成
を
も
つ
本
書
の
内
容
を
、
限
ら
れ
た
紙
数
で
紹
介

す
る
事
は
誤
解
を
生
ず
る
恐
れ
が
多
く
、
ま
た
原
著

に
つ
い
て
は
、
松
井
勇
氏
が
す
で
に
早
く
昭
和
十
六

年
置
　
「
地
理
学
評
論
」
誌
上
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
順
序
と
し
て
ぎ
わ
め
て
あ
ら
い
本
書
の
素

描
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
第
一
章
「
序
論
」
に
於
て
、
掌
史
研
究
の

重
要
姓
を
強
調
し
、
次
の
第
二
章
門
歴
史
的
発
展
か

ら
み
た
地
理
学
の
性
格
」
に
お
い
て
、
掌
愛
に
蕪
つ

い
て
地
理
学
の
性
絡
…
を
論
じ
る
。
要
約
す
る
と
、
十

八
世
紀
後
坐
－
の
科
学
渚
・
哲
学
者
の
署
作
の
中
に
、

地
域
的
差
異
に
注
託
し
た
裳
着
地
理
学
の
先
駆
的
業

績
が
み
ら
れ
、
す
で
に
「
系
統
地
理
学
」
と
「
地
域

地
理
学
扁
　
（
地
誌
）
と
の
二
元
論
が
め
ば
え
て
い
る

が
、
未
だ
具
体
的
研
究
成
果
に
は
乏
し
か
っ
た
。
こ

の
地
域
的
差
異
と
い
う
概
念
を
嘉
箋
の
上
に
臭
体
化

し
た
こ
巨
匠
は
≧
Φ
蟹
H
風
畏
く
。
⇔
嵩
諏
導
σ
o
冠
什
と

賊
鋤
識
画
塾
Φ
擁
で
あ
り
、
地
理
学
は
、
．
蝕
Φ
貯
＆
の
。
財

①
跳
陛
一
Φ
⇔
島
Φ
昌
知
似
ニ
ヨ
①
鳥
興
馬
残
創
。
げ
Φ
塗
屋
。
げ
の
、
、

（H

i
・
　
労
一
骨
叶
Φ
触
）
を
研
究
す
る
掌
で
あ
る
と
矩
義
さ
れ

た
。
二
入
は
共
に
「
惣
然
の
統
…
」
、
と
い
う
回
想
を

も
つ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
霞
ρ
9
σ
9
黛

は
系
絞
地
理
掌
を
、
蜜
嘗
Φ
嘘
は
地
域
地
理
掌
　
（
地

誌
）
を
重
視
し
、
ま
た
旧
藩
は
非
人
聞
的
弓
象
に
、

後
者
は
入
間
に
関
心
を
抱
く
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の

掌
風
の
相
違
が
後
継
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
、
，
地
理

学
は
分
製
の
危
機
に
瀕
し
た
が
、
寓
○
菖
⇔
①
暁
が
「
系

統
地
理
を
土
台
に
し
た
地
域
地
理
掌
」
　
を
提
唱
し

て
、
二
巨
匠
へ
の
復
帰
の
道
が
ひ
ら
け
た
と
す
る
。

次
の
第
三
章
「
歴
史
的
コ
ー
ス
か
ら
の
偏
向
」
に
於

て
、
十
九
世
紀
末
に
流
行
し
た
地
理
学
は
精
密
霞
然

科
掌
に
属
一
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
・
王
張
や
、
　
「
自

然
図
入
聞
」
の
関
係
を
究
明
す
る
科
掌
で
あ
る
と
い

う
定
義
を
、
著
者
は
地
理
学
の
正
統
か
ら
は
ず
れ
る

も
の
と
し
て
否
定
す
る
。
第
四
童
は
「
地
理
学
は
コ

ロ
グ
ラ
フ
ィ
的
科
学
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
概
念
の

証
明
扁
と
題
さ
れ
て
、
　
「
地
理
掌
は
地
域
的
差
異
を

碕
摩
す
る
学
で
あ
る
」
と
い
う
倣
聞
の
常
識
を
前
置

き
し
、
次
に
賊
9
碁
矯
韻
β
日
び
。
藁
♂
堅
調
Φ
鴇
の
「
空

冷
的
関
係
を
取
扱
う
の
が
地
理
学
で
あ
る
」
と
い
う

定
義
を
の
べ
て
閏
興
窪
Φ
融
に
よ
り
こ
の
考
え
が
確

立
さ
れ
た
、
と
学
問
上
の
歯
車
づ
け
を
行
っ
て
常
識

を
掌
更
の
上
か
ら
正
当
化
し
た
。
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第
五
章
以
下
で
は
具
体
的
な
方
法
論
上
の
概
念
　
ぎ
な
く
な
り
、
統
一
あ
る
地
域
を
理
解
す
る
こ
と
は

や
手
続
き
の
吟
昧
に
入
る
。
　
第
五
章
　
「
景
観
－
　
不
可
能
に
な
る
。
景
観
学
派
は
、
外
的
表
現
に
し
か

．
、
い
碧
留
。
げ
ρ
津
．
、
と
．
．
い
霧
Ω
ω
o
署
①
．
．
」
に
お
い
て
、
　
す
ぎ
な
い
景
観
に
と
ら
わ
れ
る
の
あ
ま
り
、
機
能
と

地
理
学
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
い
簿
β
駐
。
ロ
掌
。
坤
と
い
　
地
域
相
互
の
位
概
関
係
を
見
失
っ
て
い
る
と
、
厳
し

う
ド
イ
ツ
語
は
一
一
重
の
意
昧
－
地
域
と
可
視
的
な
　
く
翫
判
ず
る
。

地
球
衷
面
1
を
有
し
て
い
る
た
め
、
非
常
な
混
乱
　
　
第
八
章
「
地
理
学
に
お
い
て
デ
ー
タ
を
選
択
す
る

を
長
く
の
で
、
英
講
の
H
①
σ
q
δ
P
と
㌶
巳
ω
o
口
℃
①
い
う
　
場
合
の
論
理
的
根
拠
」
で
は
、
研
究
の
際
の
デ
ー
タ

語
に
使
い
わ
け
た
方
が
よ
い
と
提
言
し
、
貯
巳
ω
8
℃
①
　
を
選
択
す
る
基
準
と
し
て
、
瓢
Φ
紳
葺
興
は
「
ω
隣
接

の
研
究
は
地
域
研
究
の
手
が
か
り
と
は
な
る
が
、
必
　
し
て
存
在
す
る
事
物
の
空
間
的
結
び
つ
き
と
そ
の
場

ず
し
も
地
域
研
究
の
本
質
的
対
象
で
は
な
い
と
景
観
　
所
に
よ
る
相
違
、
②
一
つ
の
場
所
に
於
て
統
合
さ
れ

至
上
学
派
を
批
判
す
る
。
第
六
章
「
史
学
と
地
理
学
　
て
い
る
互
い
に
異
っ
た
自
然
界
の
閥
の
因
果
関
係
」

と
の
関
係
」
で
は
、
地
域
研
究
に
は
歴
指
墨
考
察
が
　
の
二
つ
を
あ
げ
て
お
り
、
こ
の
基
準
を
具
体
的
に
適

不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
過
虫
の
事
婁
は
現
在
の
個
々
　
用
す
る
に
当
っ
て
、
原
著
者
は
「
ω
諸
現
象
の
相
互

の
事
象
を
作
り
だ
し
た
要
困
の
説
明
の
た
め
、
必
要
　
関
係
、
図
地
域
的
差
異
、
⑧
空
闇
的
拡
が
り
を
も
つ

に
応
じ
て
取
上
げ
ら
れ
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
　
一
方
　
表
現
」
の
三
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

「
歴
史
地
理
学
」
は
過
去
の
下
意
の
時
点
に
お
け
る
　
出
簿
ぎ
①
触
の
立
場
を
推
進
す
る
。
第
九
章
で
は
「
具

地
理
学
で
あ
り
、
各
蒔
期
に
応
じ
て
別
々
に
成
立
す
　
体
言
単
位
体
と
し
て
の
地
域
概
念
」
　
と
題
し
て
、

る
い
「
わ
ば
別
個
の
地
理
学
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
第
　
ω
o
隠
事
①
ひ
℃
霧
ω
鶏
σ
q
①
な
ど
は
、
「
地
域
」
と
は
「
具

七
章
は
　
「
地
理
掌
の
取
扱
う
嘉
象
を
感
覚
に
よ
つ
“
体
的
実
在
」
、
時
に
は
「
有
機
体
」
で
あ
る
と
考
え
て

て
っ
か
ま
れ
る
事
物
に
限
定
す
る
慕
」
と
題
さ
れ
、
　
い
る
が
、
原
著
者
は
こ
れ
ら
が
全
く
根
拠
は
な
く
、

ω
畠
峯
8
ひ
O
舜
⇔
9
雰
。
ワ
ω
曽
蹟
Φ
な
ど
の
景
観
掌
派
　
か
つ
「
地
域
は
実
在
す
る
」
と
強
調
す
る
入
々
は
、

は
地
理
掌
の
対
象
を
可
視
的
物
質
的
事
象
に
阪
定
す
　
地
理
的
フ
一
，
ク
タ
ー
の
申
で
最
も
幕
本
的
な
も
の
の

る
。
し
か
し
、
非
物
質
的
要
素
が
除
外
さ
れ
れ
ば
、
　
、
｝
つ
で
あ
る
地
表
現
象
の
根
互
関
係
獣
畜
を
無
視
す

そ
の
研
究
は
個
々
の
要
素
の
単
な
る
寄
せ
集
め
に
す
　
る
結
果
に
陥
っ
て
い
る
と
批
判
し
、
　
「
地
域
」
は
具

体
的
実
在
で
な
く
脳
恣
意
的
な
地
面
の
一
区
分
に
す

ぎ
な
い
と
す
る
。

　
第
十
章
　
「
撤
界
を
地
域
わ
け
す
る
方
法
」
　
に
於

て
、
原
著
者
は
地
域
は
実
在
的
客
体
で
は
な
い
が
、

地
表
を
地
域
区
分
す
る
察
の
大
き
な
意
義
を
認
め
て

い
る
。
原
署
者
の
考
え
を
要
約
す
る
と
、
地
域
区
分

に
は
主
観
の
介
入
は
避
け
が
た
い
が
、
首
尾
一
貫
し

た
原
理
に
よ
り
、
ω
団
ω
審
鑓
鶏
8
に
行
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
地
域
区
分
に
は
小
単
元
を
集
め
て
大
単
元

を
設
定
す
る
帰
納
的
立
場
と
、
大
単
元
を
小
単
元
に

分
割
す
る
演
繹
的
立
場
と
が
あ
る
が
、
実
際
問
題
と

し
て
は
相
互
を
折
衷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た

地
域
区
分
の
方
法
に
は
、
国
霧
窪
Φ
目
式
の
大
地
域
か

ら
小
地
域
に
わ
け
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
隣
り
合
っ
て

全
体
を
講
成
す
る
特
殊
的
地
域
区
分
と
、
　
閣
㊦
普
？

躊
ω
o
昌
盛
の
類
似
し
た
要
素
の
内
容
を
蕪
準
と
し
、

類
型
毎
に
地
域
を
設
定
す
る
一
般
的
地
域
区
分
の
二

つ
が
あ
り
、
前
者
は
実
際
の
地
域
的
関
係
の
輪
廓
、

後
者
は
内
的
性
絡
に
従
っ
て
の
分
類
と
い
え
る
。

　
一
般
的
類
型
地
域
設
定
は
相
対
的
位
概
関
係
を
無

視
す
る
点
に
、
地
理
掌
的
観
点
か
ら
は
不
満
足
な
点

　
　
　
　
り
じ
ジ
ョ
ン

が
多
く
、
地
域
を
確
立
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
せ
い

　
　
エ
ヨ
リ
ヤ

ぜ
い
領
域
を
設
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
丈
化

的
裏
象
の
要
素
を
複
合
し
て
、
一
般
的
類
型
地
域
を
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譲懲

設
定
す
る
方
法
は
実
際
上
有
効
で
あ
り
、
そ
の
方
法
　
派
と
は
方
法
論
的
に
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。

と
し
て
は
、
　
「
景
観
被
覆
に
基
づ
く
も
の
と
、
土
地
　
　
そ
の
立
場
は
と
も
か
く
、
本
書
は
方
法
論
に
関
す

利
用
に
基
づ
く
方
法
と
の
二
つ
が
あ
る
が
、
所
詮
こ
　
る
基
本
的
な
「
古
典
」
と
し
て
、
今
後
も
そ
の
生
命

れ
ら
の
方
法
は
せ
い
ぜ
い
特
殊
地
域
を
認
識
す
る
と
　
を
保
持
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
　
発
表
さ
れ
て
以

い
う
最
終
的
課
題
へ
近
づ
く
手
掛
り
を
与
え
る
に
す
　
来
・
二
十
年
近
い
歳
月
を
閲
し
た
今
臼
・
邦
訳
さ
れ

ぎ
な
い
」
と
、
そ
の
長
所
と
隈
界
を
論
じ
て
い
る
。
　
て
多
く
の
わ
が
国
の
地
理
学
徒
に
対
し
て
反
省
と
粥

　
最
後
に
、
第
ナ
一
章
「
地
理
学
は
い
か
な
る
科
学
，
針
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
常
に
問
題
と
な

か
偏
。
第
十
一
章
「
結
論
」
に
於
て
、
地
理
学
の
学
問
　
る
の
は
、
方
法
論
と
具
体
的
な
地
域
研
究
と
の
間
の

的
性
格
を
総
醤
し
て
、
地
理
学
は
他
の
系
統
科
掌
と
　
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
り
・
本
霞
の
理
路
整
然
た
る
方
法
論

は
異
な
り
、
　
地
域
で
互
い
に
異
っ
た
現
象
が
ど
の
　
を
、
実
地
研
究
に
適
用
す
る
場
合
、
細
か
い
按
塁
上
の

よ
う
に
関
係
し
あ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
か
を
究
明
諸
問
題
に
関
し
て
・
多
く
の
園
難
に
遭
遇
し
よ
う
。

し
、
世
界
に
関
す
る
知
識
を
組
織
づ
け
て
、
　
相
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評
岩
の
埠
見
に
よ
れ
ば
原
著
者
の
農
業
地
域
や
工
業

に
関
係
の
あ
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
科
学
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
域
の
研
究
に
お
い
て
も
、
本
書
の
主
張
と
矛
盾
す

と
、
地
誌
の
使
命
を
論
じ
る
。
そ
の
ア
ブ
・
≠
る
若
干
の
安
易
な
妥
協
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ

の
方
法
に
は
系
統
地
理
学
の
立
場
と
地
域
地
理
学
の
　
う
な
実
地
研
究
上
の
難
問
に
対
す
る
原
著
者
の
な
や

立
場
と
の
二
つ
が
あ
る
が
、
　
二
つ
の
研
究
方
法
は
　
み
を
卒
慮
に
例
示
し
て
記
述
さ
れ
て
い
れ
ば
、
更
に

共
に
相
補
う
べ
き
地
理
学
の
本
質
的
研
究
方
法
で
あ
　
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

り
、
こ
の
意
昧
に
お
け
る
二
元
論
は
統
合
さ
れ
ね
ば
　
　
し
か
し
↓
二
十
年
と
い
う
年
月
は
や
は
り
、
評
者

な
ら
な
い
、
と
結
ん
で
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
時
代
の
隔
た
り
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
以
上
を
通
観
し
て
み
る
と
、
原
薯
者
は
主
に
韻
Ψ
　
近
年
綿
密
に
行
わ
れ
て
い
る
地
域
研
究
の
結
果
や
、

辟
解
題
の
流
れ
を
く
ん
で
、
地
理
学
が
内
包
す
る
複
　
他
科
学
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
影
響
に
よ
り
、
地
理
掌
の

雑
曖
昧
な
性
絡
を
、
学
錠
に
の
っ
と
り
な
が
ら
系
　
根
本
概
念
で
あ
る
「
地
域
」
と
い
う
概
念
に
も
変
化

統
づ
け
て
解
明
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
の
。
鉱
舞
①
ひ
　
，
が
み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
等
質
的
な

℃
器
ω
錠
σ
q
Φ
・
O
諺
誹
9
ω
掌
。
β
曾
な
ど
の
所
調
景
観
学
　
地
域
概
念
に
対
し
て
、
機
能
の
結
び
つ
き
を
重
視
し

た
異
質
性
の
統
合
に
も
と
つ
く
地
域
設
定
が
提
囁
さ

れ
て
い
る
。
本
書
の
地
域
区
分
の
議
論
に
経
て
、
未

解
決
な
問
題
と
し
て
留
保
さ
れ
て
い
る
都
甫
や
工
業

地
帯
の
地
域
区
分
に
関
し
て
は
、
こ
の
新
し
い
地
域

概
念
で
位
遣
づ
け
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
最

近
、
生
態
学
や
社
会
学
の
方
法
を
と
り
入
れ
る
事
に

よ
っ
て
、
地
域
講
成
要
素
聞
の
計
測
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
地
域
区
分
を
で
ぎ
る
だ
け
客
観
的
な
も

の
へ
逓
つ
か
せ
よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て

本
書
は
あ
ま
り
に
も
「
主
観
的
恣
意
」
を
不
可
避
な

も
の
と
し
て
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う

け
る
。
本
書
が
主
張
し
て
い
る
地
域
的
依
違
を
究
了

し
「
地
域
扁
を
科
灘
＋
．
的
に
組
織
づ
け
る
た
め
に
は
、

本
丁
の
よ
う
な
「
古
典
的
」
な
地
理
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
、
訳
本
を
原
文
に
丁
寧
に
照
合
す
る
余
裕
を

も
た
な
か
っ
た
が
、
概
ね
よ
み
易
く
、
殊
に
瓢
9
δ
ε
ひ

回
㌧
p
⊃
φ
鳥
ω
o
げ
簿
津
な
ど
の
多
様
な
意
昧
を
も
つ
語
に
対

し
て
は
苦
心
し
て
訳
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
大
著
を
良

心
的
に
翻
訳
さ
れ
た
訳
者
に
対
し
て
心
か
ら
感
謝
の

意
を
表
明
し
て
、
紹
介
の
簗
を
お
く
。
　
（
A
5
版
五

八
田
津
　
定
価
｝
○
○
○
円
　
朝
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紺
綬
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