
地
理
学
の
本
質
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宮

川

益
口

｝とし

旭

～
【
要
碧
地
藁
蓑
て
区
諮
撃
及
び
統
ム
韓
学
・
み
な
す
↑
峯
・
な
・
の
説
は
、
た
・
か
霊
代
緊
々
の
有
力
鋸
山
饗
す
・

　
　
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
研
究
方
法
か
ら
の
一
面
的
考
察
を
強
調
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
地
理
学
の
本
質
を
全
勧
的
に
把
握
し
た
主
張
と
は
い
え
な
い
。
こ

ね

　
　
れ
に
対
し
て
地
理
学
の
研
究
対
境
を
入
間
生
活
の
場
所
と
し
て
の
土
地
と
限
定
す
れ
ば
、
そ
の
対
境
面
か
ら
し
て
地
理
学
を
土
地
科
学
及
び
場
所
科
学
と
す

｝　
る
提
唱
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
か
く
し
て
現
代
の
地
理
学
界
に
お
い
て
は
、
地
理
学
の
幻
境
と
方
法
と
を
通
し
て
考
え
合
せ
れ
ば
、
そ
の
本
質
を
土
地
的

　
区
域
科
学
及
び
場
所
的
統
合
耕
学
と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
本
質
を
十
分
目
具
え
た
地
理
学
の
中
軸
的
部
門
は
い
ま
形
成
の
過
程
に
あ
る
わ

一
け
で
・
こ
の
新
た
な
酒
を
盛
る
た
め
に
は
・
地
理
学
の
も
つ
近
代
的
体
系
に
も
芙
変
革
が
聖
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
・

～

現
代
に
お
け
る
本
質
論
の
問
題

　
地
理
学
の
も
つ
根
本
性
質
如
何
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
，
い
や

し
く
も
斯
学
の
研
究
に
携
わ
る
ほ
ど
の
も
の
は
、
何
び
と
も
関
心
を

も
た
ぬ
も
の
は
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
地
理
学
の
名
付
け
親
で
あ
り
、

始
め
て
こ
れ
を
古
代
科
学
の
列
に
加
え
た
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
は
、
真
剣
に
こ
の
問
題
と
取
り
組
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は

十
七
世
紀
の
半
ば
に
い
た
っ
て
細
腕
学
の
復
興
を
計
り
、
こ
れ
を
近

代
科
学
と
し
て
再
建
し
た
ウ
ァ
レ
；
ニ
ウ
ス
の
例
で
も
同
様
で
あ
っ

て
、
そ
の
様
相
は
彼
の
遺
し
た
『
一
般
地
理
学
』
の
内
容
や
体
系
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
も
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
地
理
学
界
に
お
け

る
本
質
論
の
起
源
は
、
科
学
的
地
理
学
の
成
立
と
共
に
早
期
に
求
め

ら
れ
よ
う
が
、
実
際
に
こ
れ
を
表
面
に
と
り
あ
げ
て
、
本
格
的
な
意

見
の
発
表
を
行
っ
た
人
と
し
て
は
、
や
は
り
哲
学
者
の
カ
ン
ト
を
最

初
に
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
カ
ン
ト
の
地
礫
学
に
関
す
る
講
義
は
、
一
七
五
六
年
か
ら
四
十
年



雄三P！！学二のレ｛く賛芝　（宮川）

の
長
き
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
竜
の
で
．
そ
の
間
ヘ
ル
ダ
ー
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ど
多
数
の
学
生
に
与
え
た
感
銘
に
は
深
く
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
彼
の
自
然
地
理
学
の
内
容
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
学
問
の

進
歩
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
僅
か
に
学
史
的
興
味
を
喚
び
起
す
程
度

の
も
の
と
な
り
終
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
序
説
に
含
ま
れ
る
卓
越
し

た
原
論
的
見
解
は
、
出
版
さ
れ
た
講
義
録
を
通
し
て
、
長
く
ド
イ
ツ

地
理
学
者
の
力
強
い
背
骨
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
代
地

理
学
の
祖
と
謳
わ
れ
る
フ
ン
ボ
ル
ト
や
リ
ッ
タ
ー
に
し
て
も
、
カ
ン

ト
の
思
想
に
は
著
し
い
影
響
を
う
け
て
い
た
し
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
が
一

九
二
七
年
に
ま
と
め
あ
げ
た
「
地
理
学
、
そ
の
歴
史
、
そ
の
本
質
及

　
　
　
　
◎

び
そ
の
方
法
」
は
、
全
く
カ
ン
ト
の
学
説
を
根
幹
と
し
て
展
開
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
本
質

論
は
ド
イ
ツ
国
内
を
始
め
、
欧
米
諸
国
の
学
界
に
多
く
の
共
鳴
者
を

得
る
に
至
り
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ソ
は
深
く
そ
れ
に
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

倒
し
て
、
自
ら
徴
，
地
理
学
の
性
質
』
な
る
大
著
を
も
の
し
た
。

　
か
よ
う
に
地
理
学
の
本
質
論
が
カ
ン
ト
の
先
駆
的
な
学
説
に
よ
っ

て
具
体
的
な
発
展
を
み
せ
た
の
は
、
十
八
世
紀
の
後
半
か
ら
で
あ
る

が
、
地
理
学
界
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
議
が
盛
ん
に
た
た

か
わ
さ
れ
る
よ
う
に
，
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
遅
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
半
ば
に
耽
け
る
近
代
地
理
学
の
定
礎
期
を

経
て
、
同
世
紀
の
末
か
ら
二
十
世
紀
の
初
頭
に
わ
た
る
そ
の
確
立
期

に
入
っ
た
頃
に
現
わ
れ
て
お
り
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
の
論
文
が
多
く
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
彼
は
カ
ン
ト
に
従
っ
て
地
理
学
を

ば
空
間
的
観
点
に
よ
っ
て
実
在
の
断
面
を
と
ら
え
る
空
間
科
学
の
一

つ
と
み
な
し
、
と
く
に
地
表
の
区
域
的
差
異
に
関
心
を
も
つ
区
域
的

　
　
⑤

科
学
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
地
域
科
学
派
或
は
地
誌
学
派
と
呼

ば
れ
る
も
の
の
考
え
方
は
、
当
時
の
学
界
に
お
け
る
主
要
な
思
潮
の

　
一
つ
で
あ
っ
て
、
シ
ュ
リ
ュ
…
タ
ー
の
よ
う
に
、
地
域
の
内
的
性
質

よ
り
は
そ
の
外
的
景
観
に
主
眼
を
お
く
点
か
ら
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
と
対
立

　
　
　
　
　
＠

し
た
も
の
で
も
、
や
は
り
究
極
的
に
は
こ
の
学
派
の
見
解
か
ら
外
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
す
る
他
の
有
力
な
学
派
は
、
地
理
学
を
も
つ
て
法
則
定

立
的
な
科
学
、
と
く
に
地
人
相
関
理
法
の
探
究
に
関
心
を
も
つ
通
論

、
的
科
学
と
み
る
も
の
で
、
そ
の
中
に
は
ラ
ッ
チ
エ
ル
の
流
れ
を
く
む

　
　
　
　
　
　
　
⑩

環
境
決
定
論
者
か
ら
、
バ
ロ
ー
ズ
な
ど
の
よ
う
に
人
聞
生
態
学
と
し

　
　
　
　
⑨

て
の
地
理
学
を
主
張
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
通
論
学
派

と
地
誌
学
派
と
の
間
で
は
、
　
一
方
は
地
表
全
般
に
通
ず
る
普
遍
的
な

地
人
理
論
の
追
求
を
強
調
し
、
他
方
は
地
表
構
成
の
諸
地
域
の
特
性
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把
握
に
力
点
を
お
く
の
で
、
背
後
に
横
わ
る
科
学
論
の
対
立
と
桐
ま

っ
て
激
し
い
論
争
が
続
け
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
長
い
地
理
学
の

発
達
史
を
み
て
も
、
こ
の
二
つ
の
異
る
見
解
は
一
つ
の
地
理
学
に
お

け
る
研
究
方
法
の
両
面
を
示
す
竜
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
論
争
の
間

か
ら
お
の
ず
か
ら
歩
み
寄
り
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ー
ツ
ホ
ー
ソ
の
見
解
も
か
よ
う
な
方
向
に
そ
う
て
立
て
ら
れ
た
も

の
で
、
元
来
ヘ
ッ
ト
ナ
…
の
直
系
に
当
る
彼
は
、
地
域
科
学
派
へ
の

偏
り
を
も
ち
な
が
ら
も
、
な
お
よ
く
通
論
学
派
の
主
張
を
摂
資
し
つ

つ
、
近
代
地
理
学
の
統
一
を
達
成
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

　
か
く
し
て
現
代
に
お
け
る
本
質
論
の
躍
進
を
計
る
た
め
に
は
、
ハ

ー
ツ
ホ
ー
ン
の
著
述
は
力
強
い
跳
板
を
な
す
も
の
と
い
え
る
わ
け
で
、

こ
こ
で
は
通
論
学
派
の
批
判
を
他
の
機
会
に
護
り
、
ま
ず
彼
の
所
論

の
検
討
か
ら
始
め
て
み
・
よ
う
。
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ソ
の
著
し
た
『
地
理
学

の
性
質
』
は
一
九
三
〇
年
代
の
末
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
、

そ
の
後
た
び
た
び
増
補
さ
れ
、
版
も
璽
ね
て
い
る
が
、
そ
の
論
旨
に

お
い
て
は
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
い
。
　
い
ま
そ
の
第
四
…
嗣
（
一
九
五

一
年
版
）
に
掲
げ
ら
れ
た
終
章
の
結
論
か
ら
、
　
さ
ら
に
そ
の
骨
子
を

要
約
し
て
み
れ
ば
、
次
の
一
二
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
（
一
）
　
地
理
学
は
コ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
的
（
区
域
的
）
科
学
で
あ
る
。
そ

れ
は
実
在
の
時
間
的
断
顧
を
考
察
す
る
野
老
的
諸
学
と
な
ら
ん
で
、

実
在
の
空
闘
的
断
面
を
研
究
す
る
区
域
的
諸
学
の
一
つ
に
属
す
る
。

区
域
的
科
学
の
中
で
も
地
理
学
は
特
に
地
球
表
爾
す
な
わ
ち
世
界
の

空
間
的
断
面
に
つ
い
て
、
そ
の
地
域
的
差
異
を
記
述
し
解
釈
し
よ
う

と
す
る
。
こ
の
研
究
領
域
は
多
く
の
系
統
科
学
の
領
域
と
平
行
す
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
交
叉
的
関
係
を
も
ち
、
そ
れ
故
に
独
自
な

も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
（
二
）
　
地
理
学
は
統
合
的
科
学
で
あ
る
。
地
理
学
者
が
関
心
を
も

つ
地
表
の
地
域
的
差
異
は
、
異
質
的
諸
現
象
の
相
関
と
結
合
と
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
、
地
理
学
は
そ
れ
ら
の
個
女
の
現
象
に
つ

い
て
の
系
統
科
学
の
知
識
を
寄
せ
集
め
る
の
で
は
な
し
に
、
区
域
的

観
点
に
従
っ
て
そ
れ
ら
を
統
合
的
に
研
究
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
し
て
も
地
理
学
は
系
統
科
学
と
は
軌
を
同
じ
く
せ
ず
、
む
し
ろ

統
合
科
学
と
し
て
は
歴
史
学
に
な
ら
ぶ
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
（
三
）
　
系
統
地
理
学
と
地
域
地
理
学
と
は
、
地
理
学
の
も
つ
一
つ

の
翼
的
を
達
成
す
る
た
め
の
二
つ
の
方
法
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

斯
学
の
目
的
は
地
表
の
地
域
的
差
異
を
明
か
に
す
る
に
あ
り
、
そ
の

た
め
に
系
統
地
理
学
は
各
種
の
現
象
の
地
域
的
差
異
と
そ
の
相
互
関

係
と
を
支
配
す
る
法
則
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
地
域

20　（692）
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地
理
学
は
全
地
表
を
ユ
ニ
ー
ク
な
諸
地
域
に
分
割
し
、
各
地
域
に
お

け
る
現
象
間
の
相
関
、
結
合
及
び
地
域
性
を
把
握
し
よ
う
ど
す
る
。

地
理
学
の
完
全
な
発
達
を
期
す
る
に
は
、
こ
の
二
つ
の
方
藏
か
ら
の

研
究
は
常
に
連
関
を
保
っ
て
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
上
に
述
べ
た
よ
う
に
ハ
ー
ツ
ホ
…
ソ
は
、
地
理
学
の
太
・
質
を
ば
地

表
の
地
域
的
差
異
を
研
究
す
る
区
域
的
・
統
合
的
科
学
と
し
て
、
こ

れ
を
一
般
の
系
統
科
学
か
ら
区
別
し
、
そ
れ
に
基
い
て
対
外
的
に
は

科
学
分
類
上
の
地
理
学
の
位
置
を
明
か
に
し
、
ま
た
対
内
酌
に
は
系

統
地
理
学
と
地
域
地
理
学
と
の
二
元
性
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
し

か
も
彼
は
自
説
の
正
当
性
を
固
め
る
た
め
に
、
斯
学
の
発
展
過
程
に

照
し
て
証
拠
を
あ
げ
、
か
つ
学
界
に
お
け
る
異
論
へ
の
反
駁
を
も
加

え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
地
理
学
の
科
学
性
の
瞬
昧

さ
に
対
し
て
投
げ
ら
れ
た
疑
問
や
、
そ
の
内
部
に
抱
か
れ
て
来
た
二

元
的
分
裂
の
悩
み
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
多
分
に
解
消
さ
れ
る
運
び
と

な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
最
近
に
お
け
る
本
質
論
議
の
平
穏

状
態
に
つ
い
て
は
、
彼
の
学
説
が
一
つ
の
有
効
な
鎮
静
剤
の
作
用
を

発
揮
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
さ
り
と
て
現
代
地
理
学
の
新
建
設

が
問
題
な
し
に
そ
れ
を
堅
固
な
基
礎
と
し
て
築
き
上
げ
得
る
で
あ
ろ

う
か
。

　
こ
れ
に
関
す
る
問
題
の
第
一
は
、
地
理
学
を
区
域
科
学
と
い
う
の

は
そ
の
所
属
グ
ル
ー
プ
の
性
格
を
指
摘
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
区
域

科
学
の
中
に
お
け
る
地
理
学
の
特
質
に
つ
い
て
は
更
に
何
ら
か
の
明

示
が
必
要
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
場
合
に
は
地

球
表
面
或
は
世
界
の
空
間
的
断
面
の
研
究
と
い
う
侮
し
書
き
が
つ
い

て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
研
究
紺
境
の
説
明
が
甚
だ
し
く
船
尾
ら
な

い
。
同
義
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
の
二
つ
が
土
地
を
指
す
の
か
社

会
を
意
味
す
る
の
か
、
或
は
ま
た
そ
の
爾
者
を
含
む
の
か
と
い
う
弁

別
は
、
世
界
社
会
や
地
域
社
会
の
研
究
が
社
会
学
の
手
に
あ
る
今
頃
、

地
理
学
に
と
っ
て
は
必
須
の
こ
と
が
ら
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
地
表
の
地
域
酌
差
異
に
焦
点
を
お
く
こ
と
は
肯
け
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
大
小
の
多
様
な
地
域
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
、
全
地
表
そ
の
も
の
の
成
立
に
つ
い
て
の
関
心
が
薄
い
の
は
如

何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
カ
ン
ト
が
地
域
の
研
究
を
コ
ロ

グ
ラ
ア
《
ア
と
言
い
、
地
表
の
研
究
を
ゲ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ア
と
呼
ん
で

使
い
分
け
し
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
第
二
の
統
合
科
学
と
い
う
性
格
も
ま
た
同
様
に
所
属
グ
ル
ー

プ
共
通
の
も
の
で
あ
っ
て
、
地
理
学
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
地
域
的
観
方
に
よ
る
諸
現
象
の
統
合
と
い
う
註
釈
が
加
え
ら
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れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
地
域
構
成
の
諸
事
象
が
相
関
・
連
結
以
上
に

統
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
に
よ
る
任
意
の
統
合
で
た
い

限
9
、
地
域
中
核
力
の
統
合
作
用
或
は
地
域
主
体
力
の
統
合
作
用
が

あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
場
所
的
統
合
と
い
う
文
字
も
彼
の

著
書
に
は
散
見
す
る
が
、
そ
の
場
所
概
念
は
地
表
に
お
け
る
異
る
所

在
と
い
う
だ
け
で
、
生
活
主
体
を
通
し
て
把
握
さ
れ
た
主
客
総
体
的

意
味
概
念
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
客
観
的
態
度
の
護
持
を

信
条
と
す
る
近
代
科
学
に
対
し
て
、
研
究
者
の
主
観
を
も
ち
出
す
こ

と
は
進
歩
の
方
向
へ
逆
行
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
と
は
異
っ
て

地
域
に
立
脚
す
る
実
際
の
生
活
者
の
主
体
性
を
把
握
す
べ
し
と
主
張

す
る
の
は
、
む
し
ろ
現
代
科
学
へ
の
躍
進
の
た
め
の
拍
箪
と
な
ろ
う
。

　
第
三
の
問
題
は
地
理
学
に
お
け
る
二
元
的
分
裂
傾
向
の
統
一
は
誰

し
も
望
む
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
て
も
、
真
の
統
一
が
地
理
学
の
い
か
な

る
部
門
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
系
統
地
理
学

と
地
域
地
理
学
と
の
二
大
部
門
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
手
の
研
究
に
関

連
を
も
ち
、
ま
た
そ
の
成
果
を
利
胴
す
る
だ
け
で
、
果
し
て
二
元
的

地
理
学
の
統
一
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
こ

れ
ら
の
両
部
門
を
超
越
し
つ
つ
摂
客
す
る
本
幹
的
部
門
を
新
た
に
必

要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
抱
か
れ
る
。
ま
た
こ
れ
に

伴
っ
て
理
論
研
究
の
方
爾
で
も
、
特
定
の
現
象
が
地
表
に
わ
た
っ
て

地
域
差
を
表
わ
す
理
由
や
、
そ
れ
が
各
地
域
で
他
の
現
象
と
相
関
す

る
理
由
を
論
ず
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
生
活
場
所
と
し
て
の
土
地

が
成
立
す
る
事
実
を
具
体
的
に
説
明
す
る
理
論
と
か
、
大
小
の
諸
地

域
に
よ
っ
て
全
地
表
が
構
成
さ
れ
て
い
る
空
闘
的
秩
序
の
理
論
が
問

題
と
な
っ
て
来
よ
う
。

　
今
日
の
地
理
学
は
古
代
科
学
の
伝
統
を
若
干
残
し
て
い
る
と
は
い

う
も
の
の
、
そ
れ
が
近
代
華
や
か
な
時
に
再
建
さ
れ
た
だ
け
に
、
そ

の
中
に
浸
み
こ
ん
だ
近
代
科
学
的
色
彩
は
す
こ
ぶ
る
濃
厚
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
現
代
科
学
と
し
て
の
地
理
学
を
樹
立
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
時
代
思
想
へ
の
反
省
が
大
い
に
必
要
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
、

こ
れ
は
、
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ソ
の
学
説
に
対
す
る
批
判
の
場
合
も
そ
の
例

外
で
は
な
い
。
次
に
こ
の
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
土
地
科
学
と
場
所
科

学
と
い
う
問
題
か
ら
地
理
学
の
本
質
論
を
展
慌
し
、
さ
ら
に
そ
の
本

質
を
内
容
と
す
る
本
体
の
論
議
に
及
び
た
い
と
思
う
。

二
　
土
地
科
学
と
し
て
の
地
理
学

　
地
理
学
の
本
質
を
区
域
約
科
学
と
す
る
学
説
の
根
底
に
は
、
斯
学

の
自
立
が
特
別
な
対
象
の
故
に
で
は
な
く
、
独
自
な
方
法
の
故
に
可
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地麗学の一Asc質（宮川）

能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
強
く
横
わ
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
空
閥

的
・
区
域
的
方
法
は
、
地
理
学
に
と
っ
て
は
全
く
画
直
な
、
か
つ
不

可
欠
な
方
法
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ひ
ろ
く
科
学
界
を
見
渡
せ
ば
、
そ

れ
を
地
理
学
の
み
が
専
用
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
あ
た

か
も
時
間
的
・
世
代
的
方
法
が
歴
史
学
の
み
に
限
ら
れ
て
い
な
い
の

と
同
様
で
あ
ろ
う
。
特
定
の
単
一
な
事
象
を
取
り
扱
う
系
統
科
学
で

も
、
比
較
的
盛
観
性
の
強
い
事
象
を
問
題
と
す
る
人
類
学
や
社
会
学

で
も
、
理
論
研
究
の
前
に
事
実
の
把
握
を
必
要
と
し
、
そ
の
際
世
代

的
方
法
や
区
域
的
方
法
を
用
い
て
詩
境
の
存
在
を
考
察
す
る
の
が
普

　
　
　
⑰

通
で
あ
る
。
さ
ら
に
歴
史
学
が
実
在
の
時
闘
酒
断
画
を
研
究
す
る
世

代
的
科
学
に
属
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
縁
家
史
や
世
界
史
の
場
合
に

は
、
集
団
生
活
の
発
展
を
知
る
た
め
に
当
然
空
間
的
方
法
を
併
用
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
逆
に
地
理
学
が
地
表
或
は
世
界
の
空
間
的
総

価
を
扱
う
と
し
て
も
、
そ
の
形
成
遇
程
を
顧
る
こ
と
な
し
に
は
、
現

在
の
事
実
を
理
解
し
難
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
を

包
含
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
空
聞
的
・
万
法
は
諸
科
学
の
間
に
か
な
り
広
く
用
い
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
熱
闘
科
学
或
は
区
域
科
学
と
い
う
称
呼
は
、

研
究
上
に
こ
の
方
法
を
特
に
重
要
と
す
る
科
学
群
と
い
う
意
味
で
は

認
め
ら
れ
も
し
よ
う
。
し
か
し
諸
科
学
は
方
法
に
よ
っ
て
独
立
す
る

と
い
う
議
論
は
ま
た
別
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ヘ
ッ
ト
ナ
ー

を
始
め
多
く
の
地
理
学
者
に
影
響
を
与
え
た
西
南
ド
イ
ツ
派
の
科
学

論
が
特
に
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
の

末
か
ら
二
十
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
唱
え
ら
れ
た
こ
の
学
派
の
主
張

⑩は
，
従
来
の
科
学
分
類
が
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
区
別
を
対
象

に
よ
っ
て
行
っ
て
い
た
の
に
反
対
し
、
ひ
と
し
く
精
神
を
と
り
扱
う

も
の
で
も
、
法
則
定
立
的
方
法
に
よ
る
も
の
は
自
然
科
学
で
あ
り
、

熱
性
記
述
的
方
法
を
用
い
る
も
の
は
文
化
科
学
と
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
方
法
の
独
自
性
を
も
っ
て
文
化
科
学
の
存

立
を
基
礎
づ
け
た
点
に
時
代
思
潮
と
し
て
の
意
義
が
大
き
く
、
文
化

科
学
の
代
表
に
あ
げ
ら
れ
た
歴
史
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
文
地

理
学
や
地
誌
学
の
研
究
に
携
わ
る
学
者
に
も
、
そ
の
科
学
的
根
拠
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
こ
に
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

か
り
に
こ
の
学
派
の
立
場
に
同
ず
る
と
し
て
も
、
鹸
化
科
学
的
方
法

が
適
用
で
き
る
の
は
、
対
象
が
臼
的
－
成
績
の
系
列
に
よ
る
意
志

活
動
を
な
す
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
読
癖
一
結
果
の
系
列
を
と

る
自
然
運
動
を
な
す
場
合
に
は
、
当
然
自
然
科
学
的
方
法
が
適
用
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
二
つ
の
方
法
の
差
別
性
と
適
用
性
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と
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
心
理
現
象
に
し
て
も
社
会
現
象
に
し
て

も
、
対
象
の
屯
つ
相
異
る
二
面
に
ゆ
き
当
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
マ

　
お
よ
そ
直
観
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
生
の
智
識
は
、
対

象
と
方
法
と
の
未
分
状
態
に
発
す
る
屯
の
で
、
そ
れ
が
反
省
的
段
階

に
進
ん
で
両
者
の
二
分
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
科
学
的
研
究
に
お

い
て
は
対
象
と
方
法
と
が
常
に
正
応
す
る
こ
と
が
肝
腎
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
地
理
学
の
研
究
に
区
域
的
方
法
が
そ
の
枢
軸
と
し
て
用
い
ら

れ
る
の
は
、
対
面
す
る
複
合
的
事
象
が
ま
た
そ
れ
に
応
じ
た
空
間
的

拡
が
り
と
区
域
的
特
性
と
を
有
す
る
の
に
よ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
地
理
学
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
特
定
の
単
一
な
現
象
が
取
り

扱
わ
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
象
の
種
類
に
よ
る
わ
け
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
の
在
り
方
の
故
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
空
間
的
な
分
布
や
拡
が
り
を
示
す
も
の
、
或
は
土
地
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

相
関
を
現
わ
す
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
植
物
分
布
の

現
象
が
地
理
学
よ
り
は
む
し
ろ
植
物
学
の
研
究
領
域
に
編
入
さ
れ
る

よ
う
に
、
単
山
事
象
の
研
究
は
次
第
に
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
科
学
に
所

属
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
こ
に
地
理
学
は
種
々
の
事
象
が

相
関
し
複
合
す
る
状
態
を
問
題
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
落
付
い
て

い
っ
た
。
も
と
よ
り
異
質
現
象
の
結
合
状
態
と
い
っ
て
も
、
地
理
学

の
研
究
す
る
の
は
そ
の
中
の
あ
る
一
定
の
状
態
、
す
な
わ
ち
空
褒
的

拡
が
り
に
お
け
る
状
態
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
つ
と
に
こ
の
点
を
指
摘

し
て
、
実
在
の
空
間
的
断
面
を
扱
う
科
学
の
中
に
地
理
学
を
位
澄
さ

せ
た
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
空
間
的
断
面
に
さ
ら
に
限
定
を
加

え
、
天
文
学
の
対
面
す
る
天
界
と
、
地
理
学
の
相
手
と
す
る
地
表
と

を
区
別
し
て
い
る
。

　
カ
ン
ト
の
思
想
を
継
承
し
た
ハ
ー
ッ
ホ
ー
ソ
も
、
地
理
学
研
究
の

幽
境
（
単
一
事
象
を
も
、
複
合
事
象
を
も
さ
す
術
語
と
し
て
以
下
用
い
る
こ

と
に
す
る
）
　
と
し
て
世
界
の
空
間
的
断
面
す
な
わ
ち
地
表
と
い
う
も

の
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
地
球
表
面
に
展
開
し
た
実

在
の
断
面
と
し
て
は
理
解
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
現
代
科
学
に
列
す
る

地
理
学
の
対
馬
限
定
と
し
て
十
分
な
定
義
と
は
い
え
な
い
。
な
ん
と

な
れ
ば
、
今
目
は
系
統
科
学
と
地
理
学
と
の
差
別
、
歴
史
学
と
地
理

学
と
の
異
同
を
明
確
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
類
学
や
祉
会
学
と
地

理
学
と
の
弁
別
も
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
地
表
に
立
脚
す

る
人
類
集
団
を
人
類
学
が
、
ま
た
世
界
社
会
を
社
会
学
が
、
そ
れ
ぞ

れ
に
対
境
と
し
、
し
か
も
そ
の
空
酒
的
形
態
を
も
含
め
て
研
究
を
進

め
て
い
る
際
に
、
地
理
学
が
漠
然
と
し
た
地
球
表
面
或
は
世
界
の
空

間
的
断
瀬
と
い
う
概
念
を
も
ち
出
し
て
も
、
ひ
ろ
く
学
界
の
承
認
を
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s也難琵学の’本質（宮用）

得
る
に
は
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
地
理
学
の
対
境
に
つ

い
て
は
、
さ
ら
に
新
た
な
限
定
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ソ
は
地
理
学
が
こ
れ
ま
で
区
域
的
科
学
と
し
て

発
展
し
て
来
た
こ
と
を
、
そ
の
学
史
的
過
程
を
通
し
て
証
明
し
よ
う

と
努
め
た
が
、
地
理
学
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
そ
の
名
を
与
え

ら
れ
て
か
ら
、
常
に
土
地
を
対
境
と
す
る
科
学
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
、
地
理
学
史
の
一
面
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ

と
も
こ
の
土
地
と
い
う
概
念
は
遊
星
的
地
球
と
か
自
然
的
地
表
と
か

に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
人
間
の
生
活
が
営
ま
れ
て

い
る
具
体
的
な
土
地
と
し
て
う
け
と
ら
江
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
地
球
の
位
鷹
・
形
状
・
大
さ
な
ど
の
数
理
地
理
学
的
研
究
に

力
を
傾
け
た
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
で
さ
え
も
、
そ
の
地
理
書
に
は
エ
ク

メ
ネ
と
し
て
の
海
陸
の
形
態
や
、
各
地
の
住
民
及
び
産
業
な
ど
を
内

容
に
盛
り
上
げ
て
い
た
。
こ
れ
は
地
理
学
の
研
究
領
域
を
全
地
球
で

は
な
し
に
、
地
球
表
癌
に
限
定
し
た
カ
ン
ト
の
場
合
で
も
同
様
で
あ

り
、
ま
た
地
理
学
の
対
境
を
地
表
及
び
そ
れ
と
因
果
的
相
互
関
係
に

立
つ
諸
現
象
と
定
義
し
た
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ソ
の
例
で
も
変
り
は
な

や
し
た
が
っ
て
ゲ
ル
ラ
ン
ド
が
地
理
学
を
遊
星
的
地
球
の
科
学
に

し
ょ
う
と
主
張
し
た
9
、
ペ
ツ
シ
ェ
ル
が
地
理
学
の
対
境
か
ら
ん
間

的
要
素
を
除
去
し
よ
う
と
提
唱
し
て
も
、
学
界
の
大
勢
は
そ
れ
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
、
天
文
学
・
地
球
物

理
学
・
地
質
学
・
海
洋
学
・
気
象
学
な
ど
地
球
又
は
地
表
に
関
す
る

自
然
科
学
の
発
達
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
偏
向
的
見
解
に
追
督
す

る
必
要
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「

　
か
よ
う
に
地
理
学
は
広
義
の
土
地
を
そ
の
研
究
対
境
と
し
て
持
続

し
て
来
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
ら
い
ま
現
代
科
学
の
中
に
伍
す
る

地
理
学
と
し
て
は
、
地
表
及
び
そ
の
上
に
立
つ
人
間
生
活
と
い
う
概

念
を
さ
ら
に
絞
っ
て
明
確
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え

る
。
す
な
わ
ち
研
究
の
焦
点
を
そ
れ
ぞ
れ
人
類
或
は
社
会
に
お
く
人

類
学
や
社
会
学
に
対
し
て
、
地
理
学
は
究
極
の
対
境
を
土
地
そ
の
も

の
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
の
土
地
は
、
人
間

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
地
物
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
人
闇
生
活
に
包
ま

れ
た
土
地
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
研
究
の
当
初
及
び
結
末

に
お
い
て
対
題
す
べ
き
も
の
が
、
人
間
そ
の
も
の
で
な
く
、
物
的
存

在
た
る
土
地
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
く
。
ハ
ー
ツ
ホ
ー

ソ
が
地
理
学
の
研
究
す
る
究
極
的
な
唯
一
の
至
境
は
地
表
又
は
世
界

の
空
間
的
断
面
と
い
う
の
に
比
べ
て
、
こ
の
考
え
方
は
さ
ら
に
厳
し

く
第
一
次
演
壇
境
を
土
地
そ
の
も
の
に
限
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
は
地
理
学
の
研
究
範
闘
を
物
的
存
在
に
狭

め
て
し
ま
う
と
い
う
非
難
が
起
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
当
を
得
た

も
の
で
は
な
い
。
人
毛
生
活
の
場
所
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
成
立
を

究
明
す
る
に
は
、
当
然
第
二
次
的
対
境
た
る
人
類
・
社
会
生
活
や
人

間
の
心
的
活
動
力
や
純
粋
の
密
然
的
営
力
に
ま
で
駈
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
地
理
学
の
対
境
を
人
聞
生
活
の
場
所
と
し
て
の
土
地
と

定
義
し
、
こ
れ
を
か
り
に
入
生
地
境
又
は
単
に
土
地
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
前
に
お
い
て
い
か
な
る
実
体
を
も
ち
、
い
か
な

る
在
り
方
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
ま
ず
挙

げ
ら
れ
る
の
は
、
土
地
は
自
然
物
及
び
文
化
物
か
ら
形
成
さ
れ
て
い

る
三
次
元
的
存
在
の
物
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
に
は
自
然
量
観
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

び
文
化
景
観
と
い
わ
れ
る
可
視
的
形
態
を
示
し
、
そ
の
内
部
に
は
種

女
の
要
素
に
よ
る
組
成
と
大
小
の
部
分
に
よ
る
構
造
と
を
も
つ
点
で

あ
る
。
次
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
土
地
が
人
類
生
活
な
い
し
世
界
生
活

の
場
所
と
し
て
全
地
表
的
（
σ
q
ざ
σ
巴
）
な
一
体
を
な
す
と
共
に
、
邦
国

か
ら
家
庭
ま
で
の
大
小
の
集
団
生
活
の
地
域
と
し
て
も
実
在
す
る
と

い
ヶ
点
で
あ
る
。
ハ
…
ツ
ホ
…
ソ
は
地
表
の
全
一
体
的
実
在
を
認
め

な
が
ら
も
、
そ
れ
を
区
分
す
る
広
狭
の
諸
地
域
に
つ
い
て
は
、
す
べ

て
学
者
の
任
意
な
思
惟
的
構
成
に
よ
る
も
の
と
し
て
強
く
そ
の
実
在

性
を
否
定
し
、
ま
た
こ
れ
を
生
物
学
的
有
機
体
に
あ
て
た
り
、
金
一

的
草
体
と
み
た
り
す
る
考
え
方
を
極
力
排
斥
し
て
い
る
。
た
し
か

に
彼
の
批
判
す
る
よ
う
に
、
今
日
の
地
理
学
者
が
と
り
扱
う
地
域

（
器
σ
q
δ
己
は
、
研
究
の
際
の
恣
意
的
設
定
に
よ
る
も
の
で
、
単
元
と

し
て
の
個
体
性
や
有
機
体
と
し
て
の
生
命
を
そ
れ
自
体
に
具
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
さ
り
と
て
全
地
表
の
ほ
か
に
実

在
性
を
も
つ
土
地
が
な
い
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
っ
て
、
各
生

活
主
体
の
生
活
地
域
を
把
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
統
一
性
も
単

元
性
も
具
え
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
生
活

地
域
の
中
の
諸
要
素
や
諸
軍
圏
が
、
主
体
力
に
よ
っ
て
完
全
な
統
一

体
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
サ
ハ
ラ
砂

漠
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
原
爆
の
塵
は
地
表
の
各
地
に
流
れ
て
ゆ
く
よ

う
に
、
生
活
地
域
を
形
果
す
る
物
質
や
動
力
に
は
、
共
通
性
や
普
遍

力
の
強
い
も
の
も
多
い
が
、
生
活
体
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
の
意
志
力
に
応
ず
る
強
弱
の
差
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
れ
な
り

に
一
体
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
眼

を
蔽
い
難
い
現
実
な
の
で
、
ハ
ー
ン
ホ
ー
ン
も
農
地
や
工
場
地
の
例

を
と
っ
て
簡
単
に
触
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
全
地
表
が
学
者
の
思
惟
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的
構
成
・
こ
し
て
で
な
く
、
実
体
的
に
も
大
小
無
数
の
生
活
地
域
に
分

謝
さ
れ
て
い
る
点
こ
そ
、
地
理
学
の
研
究
に
際
し
て
は
最
も
重
視
さ

・
玩
べ
・
き
も
の
と
い
え
よ
・
り
。

三
　
場
所
科
学
と
し
て
の
地
理
学

　
地
理
学
が
対
境
と
す
る
土
地
を
客
体
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

単
に
研
究
者
の
主
観
か
ら
独
立
す
る
物
的
存
在
だ
と
い
う
の
で
は
な

い
。
そ
れ
よ
9
は
む
し
ろ
、
そ
の
土
地
を
生
活
の
場
所
と
す
る
生
活

体
か
ら
み
て
の
客
体
と
い
う
意
味
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
土
地
は

主
客
統
合
体
の
中
か
ら
研
究
の
都
合
上
、
強
い
て
ぬ
き
出
し
た
客
体

的
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
小
さ
な
象
族
の
生
活
す
る
屋
敷

で
も
、
大
き
な
邦
国
の
支
配
す
る
領
土
で
も
変
り
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
三
次
元
的
な
土
地
に
さ
ら
に
四
次
元
的
に
交
叉
す
る
時
間
の
軸

に
つ
い
て
考
え
る
場
合
で
も
、
地
球
の
内
外
か
ら
く
る
自
然
界
の
変

遷
の
時
間
の
ほ
か
に
、
生
活
主
体
を
通
し
て
働
ら
く
歴
史
的
発
展
の

時
闘
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
自
然
の
時
間
に
は
最
後
の
氷
河

期
が
過
ぎ
去
っ
て
か
ら
は
激
変
は
な
く
、
そ
の
推
移
も
循
環
的
或
は

周
期
的
変
化
を
含
む
も
の
と
し
て
平
静
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
が
、
歴

史
の
蒋
間
は
い
ま
や
新
た
な
産
業
革
命
を
伴
う
近
代
末
の
転
換
期
と

し
て
、
土
地
の
漿
観
や
構
造
に
も
著
し
い
変
革
を
現
わ
し
て
い
る
．

か
よ
う
な
変
革
は
生
活
主
体
が
土
地
に
組
し
て
音
心
味
付
け
を
行
い
、

そ
の
生
活
欝
的
の
た
め
に
土
地
を
使
用
す
る
過
程
を
通
し
て
起
る
も

の
で
あ
っ
て
、
地
理
学
の
研
究
に
は
こ
の
時
闘
・
空
間
的
な
土
地
に

加
え
て
、
さ
ら
に
生
活
主
体
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
意
味
の
軸
を
も
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
土
地
に
与
え
ら
れ
た
意
味
は
、
生
活
体
の
も
つ
巳
的
の
如
何
に
よ

っ
て
多
方
面
に
分
れ
る
け
れ
ど
も
、
地
理
学
の
上
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、

通
じ
て
こ
れ
を
場
所
的
意
味
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
場
所
と
い

う
言
葉
は
し
ば
し
ば
無
主
体
な
物
体
の
所
在
や
運
動
に
関
し
て
も
絹

い
ら
れ
る
が
、
生
活
体
の
意
志
に
よ
っ
て
汲
み
と
ら
れ
た
味
A
広
い
を

も
っ
て
真
の
意
味
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
に
主
客
統
合
的

な
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
地
理
学
に
お
け
る
場

所
の
概
念
は
、
生
活
体
が
土
地
の
実
質
と
そ
の
運
動
と
を
内
容
と
し

て
、
こ
れ
を
生
活
厨
的
か
ら
意
味
付
け
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
実

際
に
は
こ
の
場
所
的
意
味
が
必
ら
ず
し
も
単
純
で
は
な
く
、
か
つ
ま

た
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
な
い
が
、
研
究
者
の
立
場
か

ら
こ
れ
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
二
顧
の
音
ゆ
味
の
重
り
合
い
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
生
活
の
場
と
し
て
の
土
地
と
、
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生
活
の
所
と
し
て
の
土
地
と
い
う
二
重
の
意
味
合
い
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
い
わ
ば
地
場
的
意
味
と
地
所
的
意
味
と
は
、
共
に
同
一
主
体
か

ら
そ
の
生
活
地
境
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
意
味
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

癒
着
の
も
つ
味
合
の
差
異
は
か
な
り
著
し
い
。

　
地
理
学
で
は
こ
れ
ま
で
土
地
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
も
つ
ば

ら
場
と
し
て
の
意
味
が
強
調
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
環
境
と
い
う
概

念
を
竜
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
と
く
に
十
九
世
紀
の
末
期

で
は
土
地
を
霞
然
環
境
と
し
て
把
握
し
、
こ
れ
が
そ
の
上
に
蜂
鳥
す

る
人
間
を
い
か
に
決
定
す
る
か
と
い
う
環
境
論
が
主
題
と
な
っ
て
い

⑳た
。
し
か
し
土
地
は
原
初
的
段
階
で
は
自
然
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

人
間
が
長
い
文
化
活
動
を
通
し
て
そ
の
蓑
面
に
交
化
景
観
を
造
り
あ

げ
て
来
た
の
で
、
今
日
で
は
土
地
を
そ
の
ま
ま
自
然
と
い
う
の
は
十

全
な
表
現
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
自
然
界
に
は
地
表
以
外
に
天
界

も
含
ま
れ
る
点
か
ら
み
て
屯
同
様
で
あ
っ
て
、
土
地
を
環
境
の
一
種

と
み
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
土
地
環
境
と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
土
地
は
そ
の
上
に
文
化
景
観
を
具
え
て
い
て
も
、
や
は
り
物
的

構
成
体
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
人
間
集
団
及
び
そ
の
文
化
か
ら
成
る
社

会
環
境
と
は
一
応
の
区
溺
が
必
要
で
あ
る
。
か
く
し
て
生
活
体
と
関

係
を
も
つ
環
境
の
区
分
と
配
列
と
を
み
れ
ば
、
個
々
の
生
活
体
の
場

合
は
、
宇
宙
環
境
の
下
で
、
土
地
環
境
に
立
ち
、
社
会
環
境
に
囲
ま

れ
な
が
ら
そ
の
生
活
目
的
の
実
現
を
計
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
い
え
よ

・
う
。

　
次
に
環
境
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
物
理
学
や
生
物
学
を
始
め

多
く
の
科
学
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
多
少
の
差
異
は
認
め

　
　
　
⑱

ら
れ
る
が
、
地
理
学
に
お
い
て
は
土
地
を
も
つ
て
生
活
主
体
を
支
持

し
、
こ
れ
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
価
値
付
け
た
と
こ
ろ
に
特
色
が

み
ら
れ
る
。
土
地
は
普
通
の
見
方
で
は
主
体
に
対
し
て
外
在
す
る
物

体
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
と
は
別
に
独
立
の
運
動
を
行
う
も
の
で
あ
り

、
な
が
ら
、
こ
れ
が
生
活
体
系
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生
活
の
基
盤
と
な
っ
て
こ
れ
を
支
え
、
ま
た
主
体
を
囲
心
し
て
こ
れ

に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
純
自
然
性

の
物
質
を
含
む
土
地
で
屯
経
済
穣
的
か
ら
は
資
源
地
帯
と
し
て
価
値

を
与
え
ら
れ
、
ま
た
土
地
が
行
う
無
目
的
な
運
動
も
、
生
活
に
対
す

る
支
持
・
刺
戟
・
阻
害
・
助
長
な
ど
の
作
用
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
然
の
ま
ま
の
土
地
を
壁
土
と
い
う
な
ら
ば
、

生
活
体
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、
素
土
の
観
念
は
風
土
・
産
土
・

郷
土
な
ど
の
土
地
環
境
観
念
に
変
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
地
表
の
景
観
や
作
用
は
ど
こ
で
も
一
様
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の

28　（700＞



地理学の本質（翻め

で
、
か
よ
う
な
主
体
的
土
地
環
境
も
、
実
際
に
は
そ
の
中
に
景
観
的

特
徴
や
区
域
的
範
囲
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
点
か
ら
す

れ
ば
地
表
は
大
小
様
々
の
環
境
的
地
域
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え

⑳る
。
も
っ
と
も
同
じ
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
住
む
生
活
体
で
も
、
ポ
ー

ラ
ー
・
エ
ス
キ
モ
…
と
ア
メ
リ
カ
空
軍
部
隊
と
で
は
、
極
地
環
境
と

し
て
の
意
味
や
そ
の
範
閉
に
大
差
は
あ
る
し
、
こ
れ
を
理
解
す
る
た

め
の
方
法
上
の
難
易
も
同
じ
で
は
な
い
。
低
位
な
生
活
体
の
場
合
と

異
っ
て
、
強
度
な
黒
化
力
を
も
つ
主
体
の
場
合
は
、
環
境
へ
の
認
識

や
解
釈
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
客
観
的
な
生
活
資
料
と
し
て
発
表
し

て
い
る
の
で
、
研
究
者
も
そ
れ
を
理
解
す
る
の
が
容
易
な
わ
け
で
あ

る
。　

さ
て
翻
っ
て
所
と
し
て
の
土
地
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
土
地
の
竜
つ

意
味
に
は
環
境
と
い
う
概
念
で
は
晋
亡
い
現
わ
さ
れ
な
い
一
面
が
あ
る

の
に
、
地
理
学
に
お
い
て
は
案
外
に
も
こ
の
地
所
的
意
味
が
軽
視
さ

れ
て
来
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
人
闘
一
般
或
は
個
人
を
と
っ
て
そ
れ

と
環
境
的
土
地
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
人

聞
集
団
を
と
り
あ
げ
て
も
、
こ
れ
を
因
果
的
運
動
を
起
す
社
会
現
象

と
し
て
扱
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
し
現
代
国
家
の
よ
う
な
強

力
な
意
志
活
動
を
行
う
主
体
に
眼
を
移
せ
ば
、
当
然
そ
れ
が
占
有
す

る
地
域
や
そ
れ
が
行
う
土
地
経
営
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
は
か
よ
う
な
飯
と
し
て
の
地
域
が
怨
し
く

実
在
す
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
わ
ず
か
に
政
治
地
理
学
が
こ
れ
を
領
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
境
界
や
構
造
を
論
ず
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
環
境
地
域
（
O
コ
＜
一
H
O
呂
一
5
0
離
紳
ρ
一
　
9
吋
O
簿
）
と
異
る
占
有
地
域

（梓

ｳ
壇
同
一
け
O
戦
闘
9
一
　
書
壇
0
2
）
は
、
小
は
家
族
や
部
族
の
生
活
す
る
土
地
か
ら
、

大
は
国
家
や
同
盟
の
支
配
す
る
土
地
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
で
存
在
し
て
い
て
、
地
理
学
に
も
環
境
研
究
の
場
合
に
劣
ら
な
い

程
の
豊
富
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
占
有
地
域
す
な
わ
ち
所
と
し
て
の
土
地
は
、
実
際
に
は

場
と
し
て
の
土
地
と
重
な
り
含
っ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
生
活
主

体
を
基
礎
付
け
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
逆
に

生
活
主
体
が
占
有
し
、
そ
れ
を
経
営
す
る
土
地
と
い
う
の
を
本
義
と

す
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
縄
張
り
の
土
地
に
当
り
、
主
体
の
意
志
力
が

そ
の
範
域
に
横
溢
し
、
そ
の
内
部
に
深
く
注
入
さ
れ
て
ゆ
く
土
地
を

さ
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
活
体
の
土
地
に
対
す
る
作
用
も
環

境
の
場
合
の
よ
う
に
適
応
や
調
整
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、

領
有
・
支
配
・
瀾
発
・
整
備
な
ど
の
実
践
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
家
族
の
私
有
す
る
地
響
に
つ
い
て
も
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認
め
ら
れ
る
が
、
人
民
の
共
有
す
る
共
産
的
園
土
の
例
に
よ
れ
ば
一

層
よ
く
了
解
さ
れ
よ
う
。

　
次
に
占
有
地
域
の
範
囲
は
、
こ
れ
ら
の
私
有
地
や
領
土
に
お
い
て

は
極
め
て
明
確
で
、
線
状
の
境
界
を
も
つ
て
示
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

こ
れ
に
比
べ
て
未
開
民
族
の
住
地
で
は
一
見
そ
れ
が
不
明
な
よ
う
で

あ
っ
て
も
、
仔
細
に
観
察
す
れ
ば
や
は
り
一
定
の
縄
張
り
が
見
ら
れ

よ
う
。
た
と
え
ば
マ
レ
…
半
島
の
セ
マ
ン
グ
族
の
よ
う
に
、
現
存
す

る
最
も
原
始
的
な
民
族
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
も
、
熱
帯
林
の
環
境

の
中
に
、
血
縁
的
小
園
が
そ
れ
ぞ
れ
築
山
〇
平
方
マ
イ
ル
の
領
域
を

　
　
　
　
　
⑳

占
有
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
等
の
文
化
景
観
は
極
め
て
貧
弱
で
占

有
地
域
の
特
徴
を
表
面
に
現
わ
し
て
は
い
な
い
が
、
強
度
の
交
化
力

を
も
つ
団
体
の
場
合
は
統
一
性
の
顕
著
な
文
化
景
観
の
配
列
を
つ
く

り
あ
げ
て
お
り
、
そ
れ
が
同
質
景
観
の
連
続
を
主
と
す
る
環
境
地
域

と
対
照
的
に
、
地
所
的
意
味
を
深
く
汲
み
と
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

　
上
に
述
べ
た
よ
う
に
地
理
学
の
対
境
と
す
る
土
地
が
場
所
と
し
て

の
意
味
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
行
程
の
上
か
ら
・
も
、
事
実
観

察
と
理
論
考
究
と
の
問
に
意
味
解
釈
の
段
階
を
必
要
と
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
竜
そ
の
た
め
に
は
研
究
者
が
そ
の
立
場
を
生
活
体
の
立

…
易
へ
移
し
、
そ
の
音
ゆ
士
心
を
代
入
さ
せ
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
バ
ー

ツ
ボ
ー
ン
は
地
理
学
的
に
意
味
の
あ
る
現
象
と
し
て
選
択
さ
れ
る
も

の
は
、
地
表
の
地
域
的
差
異
に
関
連
あ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う

が
、
そ
れ
は
学
者
が
研
究
上
に
も
つ
興
味
の
寄
せ
方
で
あ
っ
て
、
土

地
に
含
ま
れ
た
主
体
の
意
味
と
は
別
で
あ
る
。
こ
の
主
体
的
意
味
を

解
釈
す
る
の
は
、
興
味
を
こ
え
た
必
須
の
任
務
で
あ
っ
て
、
こ
の
過

程
を
経
て
こ
そ
始
め
て
土
地
に
対
し
て
作
用
す
る
主
体
の
意
志
力
も

理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
地
表
の
諸
地
域
は
学
者
の
思
惟
的
構
成
に
よ
る
竜
の
で
あ
っ
て
竜
、

ま
た
実
体
的
な
生
活
地
域
で
あ
っ
て
も
、
と
も
に
地
域
的
差
異
を
有

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
相
互
の
比
較
に
よ
っ
て
疑
い
は
な

い
。
し
か
し
地
域
の
差
異
の
み
に
関
心
を
も
つ
の
は
、
近
代
人
の
趣

向
と
は
い
え
て
も
、
研
究
の
上
か
ら
は
一
方
的
に
偏
っ
て
い
る
。
な

ん
と
な
れ
ば
土
地
は
差
別
性
を
も
つ
と
同
様
に
相
似
性
を
も
持
っ
て

　
⑪

お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
内
包
し
つ
つ
意
志
的
統
一
の
下
に
自
体
的

特
性
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
土
地
の
性
格
に
つ
い
て
は
こ
こ

に
こ
そ
究
明
さ
る
べ
き
要
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
土
地
の

研
究
に
当
っ
て
は
諸
地
域
の
特
性
だ
け
で
な
く
、
全
地
表
そ
の
も
の

の
も
つ
特
性
も
問
題
と
な
る
。
特
に
十
九
世
紀
の
半
ば
に
世
界
生
活

が
成
立
し
て
か
ら
は
、
全
地
表
は
世
界
生
活
の
場
と
所
と
が
合
致
す
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地理学の本質（宮川）

る
最
大
の
土
地
と
し
て
新
た
な
解
釈
を
迫
っ
て
来
た
。

　
土
地
の
も
つ
性
格
は
か
よ
う
に
考
え
る
と
単
純
で
は
な
い
が
、
そ

れ
は
さ
ら
に
土
地
に
関
す
る
要
素
や
要
因
の
多
様
さ
に
よ
っ
て
一
層

そ
の
複
雑
性
を
増
し
て
い
る
。
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ソ
が
地
理
学
の
本
質
を

統
合
科
学
と
し
た
よ
う
に
、
地
理
学
は
や
は
り
異
質
的
な
現
象
の
相

関
や
連
結
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
対
境
を
土
地
と

限
定
し
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
統
合
的
研
究
と
い
う
な
ら
ば
、
単
に

空
間
的
∵
区
域
的
薄
商
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
扱
う
と
い
う
だ
け
で
は

十
分
で
は
な
い
。
土
地
は
場
所
的
意
味
を
含
み
、
主
体
の
意
志
力
・
に

よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
要
素
や
要
因
の
連
結
も
、

生
活
体
の
活
動
を
軸
と
し
、
場
所
の
結
合
を
通
し
て
、
主
客
綜
観
的

な
方
法
で
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
　
地
理
掌
の
本
質
と
本
体

　
地
理
学
の
本
質
如
何
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
区
域
科
学

及
び
統
合
科
学
と
な
す
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ソ
の
解
答
は
、
た
し
か
に
地
理

学
の
所
属
す
る
科
学
グ
ル
ー
プ
の
性
格
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、

地
理
学
の
独
自
な
性
質
を
究
明
す
る
上
に
は
な
お
十
分
な
解
決
を
与

え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
さ
き
に
論
じ
た
よ
う
に
、
研
究

の
方
法
を
通
し
て
斯
学
の
本
質
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
考
え
に
基
く

も
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
現
実
の
研
究
対
境
を
限
定
し
て
ゆ
け
ば
、

そ
こ
か
ら
土
地
科
学
、
場
所
科
学
と
い
う
主
張
が
成
り
立
っ
て
く
る
。

も
と
よ
り
地
理
学
を
地
の
学
と
い
う
説
は
古
代
か
ら
唱
え
ら
れ
、
ま

た
場
所
の
科
学
と
い
う
点
も
二
〇
世
紀
初
頭
に
す
で
に
ラ
　
ブ
ー
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽

ユ
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
提
唱
は
表
現
と
し

て
は
特
に
新
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
無
主
体
の

地
表
及
び
そ
の
諸
地
域
や
客
観
的
な
場
所
と
は
異
っ
て
、
生
活
主
体

の
場
所
と
な
っ
て
い
る
現
実
の
土
地
に
考
察
の
焦
点
を
合
せ
、
こ
れ

を
主
客
綜
観
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
現
代
地
理
学
と

し
て
の
問
題
と
な
り
得
る
点
で
あ
る
。
か
く
し
て
地
理
学
の
本
質
を

そ
の
対
境
と
方
法
と
の
両
面
か
ら
つ
き
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
土
地
的
区

域
科
学
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
場
所
的
統
合
科
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
斯
学
の
本
質
に
闘
す
る
論
議
は
な
お
研
究
の
佳

務
に
つ
い
て
も
起
っ
て
来
よ
う
。

　
お
よ
そ
科
学
の
任
務
は
事
実
の
認
知
と
理
由
の
論
究
と
を
行
う
観

照
的
研
究
に
の
み
存
す
る
と
い
う
の
が
近
代
科
学
者
の
通
見
で
あ
る

か
ら
、
方
策
の
検
討
と
規
範
の
探
究
と
を
冒
的
と
す
る
実
践
的
研
究

を
ば
科
学
の
圏
外
と
み
な
す
も
の
の
多
い
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
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地
理
学
に
3
3
い
て
は
地
政
学
の
勅
〃
興
を
契
機
と
し
て
第
二
次
大
戦
湖
沢

に
こ
の
問
題
は
盛
ん
に
論
議
さ
れ
、
政
策
研
究
は
非
科
学
的
な
も
の

と
し
て
排
斥
を
う
け
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
詳
論
し
て
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
．

で
こ
こ
で
は
省
き
、
た
だ
国
土
建
設
や
地
域
計
画
に
関
す
る
実
践
的

研
究
の
促
進
も
現
代
地
理
学
の
一
課
題
で
あ
る
と
い
う
に
止
め
て
お

こ
う
。
次
に
地
理
学
を
観
照
的
科
学
と
一
応
し
て
も
、
そ
の
本
質
が

事
実
の
記
述
に
あ
る
の
か
、
理
法
の
定
立
に
あ
る
の
か
と
い
う
論
争

が
暫
ら
く
続
い
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
ど
の
科
学
で
も
事
記
と
理

論
と
は
研
究
行
程
の
二
段
階
を
な
す
も
の
な
の
で
、
西
南
ド
イ
ツ
派

の
文
化
科
学
説
に
触
発
し
た
こ
の
議
論
も
い
ま
は
下
火
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ソ
の
考
え
る
よ
う
に
地
表

の
地
域
的
差
異
へ
の
関
心
を
中
心
と
し
て
、
従
来
の
通
論
的
方
法
と

地
誌
的
方
法
と
の
妥
協
を
計
る
と
い
う
の
で
は
、
ま
だ
満
足
な
解
決

を
得
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
現
代
地
理
学
者
の
関

心
は
、
場
所
的
土
地
と
し
て
の
実
体
的
な
地
表
や
地
域
に
向
け
ら
れ

て
い
る
か
ら
、
事
記
に
つ
い
て
も
主
客
的
・
統
合
的
な
方
法
が
い
る

し
、
理
論
の
点
で
も
具
体
的
・
統
合
的
な
理
論
が
求
め
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
地
理
学
の
本
質
を
右
の
よ
う
に
要
約
す
る
と
き
に
、
次
に
起
る
問

題
は
こ
分
本
質
が
い
か
な
る
実
体
に
盛
ら
れ
る
か
と
い
・
。
3
こ
と
で
あ

る
。
地
理
学
の
実
体
は
大
小
の
諸
部
門
の
体
系
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
般
地
理
学
と
特
殊
地
理
学
と
い
う
二
大
部

門
の
分
立
を
も
つ
て
基
本
的
体
系
と
す
べ
き
で
あ
る
と
唱
え
た
の
は
、

か
の
ウ
ァ
レ
ー
ニ
ウ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
今
日
ま
で
約
三
〇
〇
余

年
の
聞
、
地
理
学
は
こ
の
体
系
を
崩
す
こ
と
な
く
、
専
ら
そ
の
内
部

に
お
い
て
第
二
次
．
部
門
、
第
三
次
部
門
を
分
化
さ
せ
て
来
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
一
般
地
理
学
か
ら
は
霞
然
地
理
学
と
人
交
地
理
学
と

が
分
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
中
か
ら
地
形
学
・
善
導
学
・
生
物
地

理
学
、
或
は
居
住
地
理
学
・
経
済
地
理
学
・
政
治
地
理
学
そ
の
他
が

派
出
し
、
ま
た
特
殊
地
理
学
か
ら
は
大
睡
地
誌
と
各
国
地
誌
と
が
分

派
し
た
。
近
代
地
理
学
の
発
展
は
実
は
分
析
的
研
究
に
よ
る
か
よ
う

な
諸
部
門
へ
の
分
化
に
あ
っ
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
そ
の
本
体
論

も
ま
た
こ
れ
ら
の
分
派
的
部
門
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。　

地
理
学
の
任
務
が
理
論
的
研
究
に
あ
り
、
そ
れ
故
に
本
質
上
そ
れ

が
理
論
科
学
に
所
属
す
る
と
考
え
る
通
論
学
派
は
、
一
般
地
理
学
を

も
つ
て
地
理
学
を
代
表
す
る
本
体
的
部
門
と
主
張
す
る
。
こ
の
学
派

の
中
で
も
・
厨
然
地
理
学
が
先
駆
的
発
展
を
示
し
た
初
期
に
は
、
こ
れ

32　（704）



：地理学の本質（宮用）

を
も
っ
て
地
理
学
を
代
表
さ
せ
た
が
、
入
文
地
理
学
が
著
し
い
成
長

を
み
せ
た
後
期
に
な
る
と
、
こ
れ
こ
そ
地
理
学
の
ホ
体
に
違
い
な
い

と
力
説
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
地
誌
学
派
は
地
理
学
の
本
質
を
個
性

的
地
域
の
総
括
的
叙
述
に
あ
る
と
み
な
す
の
で
、
単
一
事
象
の
系
統

的
∵
通
論
的
研
究
を
行
う
一
般
地
理
学
は
、
む
し
ろ
地
理
学
を
離
れ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
科
学
に
近
づ
い
て
ゆ
く
も
の
と
批
判
し
、
特
殊

地
理
学
を
こ
そ
地
理
学
の
本
体
と
す
べ
き
だ
と
強
調
し
た
。
ハ
ー
ツ

ホ
ー
ソ
は
地
誌
学
派
の
流
れ
を
汲
み
な
が
ら
も
こ
れ
ら
の
極
端
な
主

張
に
く
み
す
る
こ
と
な
く
、
地
理
学
を
構
成
す
る
二
大
部
門
は
、
そ

れ
ぞ
れ
異
る
方
法
に
よ
る
地
理
的
知
識
の
体
系
化
の
結
果
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
通
論
的
研
究
の
際
も
、
複
合
的
地
域
の
要
素
と

し
て
の
単
一
現
象
が
、
い
か
に
し
て
地
域
的
差
異
を
現
わ
す
か
の
理

由
を
考
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
地
誌
的
研
究
竜
前
者
の
理
論
を

と
り
い
れ
て
諸
事
象
の
相
関
に
よ
る
地
域
の
成
立
を
理
解
す
る
こ
と

に
よ
り
、
か
よ
う
な
二
元
的
対
立
を
解
消
し
得
る
と
説
く
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制

こ
れ
は
現
在
の
二
大
部
門
の
交
叉
的
並
立
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
成
る
地
理
学
の
全
体
系
を
も
つ
て
そ
の
本
体
と
見
な
す
も
の

と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
地
理
学
の
本
質
を
土
地
的
区
域
科
学
で
あ
り
、
場

所
的
統
合
科
学
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
に
主
業
統
合
理
論
の
追
求
と

実
践
科
学
方
策
の
研
究
と
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、

近
代
地
理
学
の
体
系
が
た
と
え
三
碧
紀
に
わ
た
る
慣
園
の
経
歴
を
も

つ
に
せ
よ
、
斯
学
の
本
質
を
盛
る
に
ふ
さ
わ
し
い
本
体
的
部
門
を
そ

の
中
に
兇
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
．
並
置
地
理
学
や
人
文

地
理
学
は
た
し
か
に
近
代
科
学
の
本
領
た
る
理
論
研
究
に
藩
進
ず
る

点
は
肯
か
れ
る
と
し
て
も
、
系
統
科
学
と
同
様
に
単
一
動
力
の
方
向

を
把
握
す
る
単
一
理
論
に
傾
く
き
ら
い
が
あ
り
、
ま
た
地
人
相
関
の

複
合
理
論
を
と
り
あ
げ
て
も
、
地
物
・
臼
然
力
や
社
会
肉
然
力
の
交
錯

よ
り
な
る
因
果
的
必
然
理
法
に
終
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
に
反
し
て

地
誌
学
は
地
域
に
つ
い
て
の
多
重
的
・
総
括
的
記
述
を
行
う
点
は
良

し
と
し
て
も
、
そ
れ
を
本
体
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
主
体
性
と
理

論
性
が
欠
除
す
る
と
の
批
難
は
免
れ
得
な
い
。
近
代
の
地
誌
学
は
非

科
学
的
な
中
世
地
誌
を
脱
却
し
て
そ
の
科
学
性
を
高
め
よ
う
と
す
る

あ
ま
り
、
精
確
な
客
観
的
知
識
を
編
成
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
結
果
は
全
く
死
せ
る
地
域
の
叙
述
に
止
っ
て
、
血
の
通
う

主
体
飾
土
地
を
推
写
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
理
論
の
欠
除

と
い
う
指
摘
に
応
え
る
た
め
に
は
、
本
来
地
誌
研
究
の
埼
外
に
属
す

る
地
域
の
理
論
的
説
明
に
乗
り
出
し
た
も
の
の
、
も
と
よ
り
新
た
な
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具
体
理
論
を
う
ち
だ
す
す
べ
も
な
く
、
僅
か
に
一
般
地
理
学
か
ら
の

理
論
の
借
用
を
も
つ
て
、
そ
の
表
面
を
糊
塗
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
一
般
地
理
学
或
は
「
特
殊
地
理
学
の
各
部
門
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
両
老
を
合
せ
た
地
理
学
の
全
体
系
を
も
つ
て
し
て
も
、
な

お
現
代
地
理
学
の
要
求
を
満
す
新
研
究
を
盛
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
近
代
地
理
学
に
対
す
る
学
者
の
批
判
は
一
九
三
〇
年
代
か
ら
現
わ

れ
た
屯
の
で
、
そ
れ
は
対
境
面
か
ら
も
方
法
面
か
ら
も
と
り
あ
げ
ら

れ
、
ま
た
共
産
圏
内
に
お
い
て
も
自
由
社
会
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。

す
な
わ
ち
バ
ソ
ゼ
は
つ
と
に
分
析
的
・
客
観
的
な
地
理
学
へ
強
い
論

　
　
　
　
　
⑳

難
の
矢
を
放
ち
、
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
一
，
1
の
一
統
は
静
態
的
・
観
照
酌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
地
理
学
に
向
っ
て
攻
撃
の
石
を
投
じ
た
。
ま
た
ソ
連
で
も
こ
の
頃

は
ヘ
ツ
ト
ナ
ー
学
派
の
資
本
主
義
地
理
学
へ
の
訣
別
を
、
学
界
の
粛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
　
　
．

溶
を
通
し
て
実
現
し
た
時
期
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
批
判
に

は
全
体
主
義
思
想
と
の
結
び
つ
き
か
ら
す
る
多
少
の
歪
み
も
認
め
ら

れ
は
す
る
が
、
そ
の
中
に
は
な
お
近
代
科
学
的
地
理
学
へ
の
不
満
が

学
史
的
発
展
と
し
て
包
含
さ
れ
て
い
る
点
は
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
ま
た
、
戦
後
に
お
い
て
は
近
代
地
理
学
へ
の
批
判
の
み

で
な
く
、
進
ん
で
現
代
の
地
理
学
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
意
欲
も
す

こ
ぶ
る
旺
盛
で
あ
る
。
た
と
え
ば
海
陸
の
地
理
学
に
対
す
る
空
の
時

代
の
地
理
学
（
〉
マ
〉
σ
q
。
0
8
σ
・
第
℃
ξ
）
、
　
傾
土
争
奪
の
地
理
学
に
対

す
る
平
和
の
地
理
学
（
忠
○
腿
9
ゆ
窃
）
、
分
析
地
理
学
に
対
す
る
綜
合

地
理
学
（
。
D
霊
場
9
。
0
8
σ
q
剛
直
ξ
）
、
局
地
的
地
理
学
に
対
す
る
全
地

表
的
地
理
学
（
○
ざ
げ
巴
0
8
σ
q
養
℃
ξ
）
、
観
照
的
地
理
学
に
対
す
る
応

用
地
理
学
（
》
℃
℃
雛
o
O
　
O
o
o
α
Q
村
斜
℃
げ
k
）
な
ど
の
登
場
は
い
ず
れ
も
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

趨
勢
の
現
わ
れ
と
い
え
よ
う
。

　
か
よ
う
に
地
理
学
に
お
い
て
も
、
近
代
の
転
換
期
に
際
し
て
、
新

時
代
の
地
理
学
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
続
々
と
発
表
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
未
だ
業
績
竜
十
分
で
な
く
、

体
系
も
不
備
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
し
か
に
地
理
学
の
新
た
な
部

門
を
築
き
上
げ
て
ゆ
く
べ
き
性
質
を
も
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ま
こ
の
趨
勢
に
そ
う
て
そ
の
内
容
を
集
積
し
、
そ
の
方
法
を
整
備

し
て
ゆ
け
ば
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
通
論
や
地
誌
と
異
っ
た
部
門

が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
小
の
生
活
体
の
場
所
的

土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
の
愚
老
と
理
論
を
綜
合
的
に
行
い
、
進

ん
で
は
土
地
改
造
の
実
践
的
研
究
に
及
ぶ
も
の
で
、
こ
れ
を
か
り
に

綜
合
地
理
学
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め

る
に
至
る
の
は
、
世
界
地
理
学
と
邦
国
地
理
学
と
で
あ
ろ
う
。
世
界

地
理
学
と
い
う
著
述
は
こ
れ
ま
で
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
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⑳

地
表
に
関
す
る
一
般
地
理
学
と
大
陸
地
誌
と
の
概
括
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
そ
れ
と
は
異
っ
て
、
具
体
的
な
世
界
生
活

　
の
場
所
と
し
て
の
地
表
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
屯
世
界

生
活
は
世
界
国
家
に
到
達
す
る
に
は
な
お
遼
遠
な
前
途
を
も
つ
の
で
、

そ
れ
は
十
分
に
主
体
的
な
地
埋
学
と
は
な
り
得
な
い
が
、
邦
国
地
理

学
の
場
合
は
近
代
の
政
治
地
理
学
や
国
家
地
誌
と
は
別
に
、
国
土
建

．
設
を
包
含
す
る
主
体
性
の
強
い
綜
合
地
理
学
の
樹
立
が
可
能
と
な
つ

　
て
く
る
。
さ
ら
に
世
界
地
理
学
や
邦
国
地
理
学
の
下
部
に
は
、
地
方

霞
治
体
の
生
活
地
域
を
対
境
と
す
る
郷
土
地
理
学
や
各
種
の
派
生
団

体
及
び
家
族
の
生
活
地
域
を
と
り
あ
げ
る
箇
域
地
理
学
も
つ
く
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
主
体
的
綜
合
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

綜
合
地
理
学
に
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
綜
合
地
理
学
に
つ
い
て
は
そ
の
性
質
が
一
般
地
理
学
や

特
殊
地
理
学
と
異
る
関
係
上
、
そ
の
成
長
に
つ
れ
て
膚
ら
地
理
学
体

系
に
お
け
る
そ
の
位
澱
が
問
題
に
な
っ
て
来
よ
う
。
顧
み
れ
ば
ウ
ァ

レ
ー
ニ
ウ
ス
以
来
堅
持
さ
れ
て
い
た
斯
学
の
体
系
も
や
は
り
近
代
思

想
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
二
大
部

門
を
始
め
と
す
る
多
数
の
小
部
門
は
、
い
ず
れ
も
分
枝
の
役
割
を
も

つ
に
止
り
、
本
幹
に
当
る
部
門
は
ど
こ
に
も
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
は

出
来
な
い
。
そ
し
て
ま
た
大
小
の
分
枝
を
概
括
す
る
名
ば
か
り
の
全

地
理
学
も
決
し
て
一
本
の
本
幹
に
代
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
現
代
科
学
の
中
に
座
を
占
め
よ
う
と
す
る
地
理
学
と
し
て
は
、

や
が
て
こ
の
体
系
に
変
革
を
加
え
、
本
幹
的
な
綜
A
口
地
理
学
を
中
軸

と
し
、
一
般
地
理
学
と
特
殊
地
理
学
と
い
う
二
大
分
枝
を
こ
れ
か
ら

派
出
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
な
枝
｛
某
を
繁
ら
せ
て
ゆ
く
べ

　
　
　
　
㊥

き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
五
年
四
月
二
八
日
）

①
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
の
「
地
理
学
」
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
ス
ト
ラ
ボ

　
ソ
の
地
理
書
の
中
に
そ
の
引
用
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
著

　
書
が
あ
る
。

　
　
じ
6
色
σ
母
劉
図
．
寓
∴
〉
口
冨
8
吋
賓
○
闇
〉
蓉
δ
簿
0
8
σ
Q
窮
娼
び
ざ
ト
。
H
己

　
Φ
P
回
Q
Q
G
◎
ω
●

　
　
甘
器
ρ
峯
O
∴
目
ぎ
0
8
σ
q
村
ρ
喜
罵
o
h
o
Q
窪
9
P
お
寄
1
ω
卜
。
．

　
　
織
田
武
雄
、
　
聯
、
古
代
地
理
学
史
の
研
究
』
　
（
昭
三
四
）

②
　
ウ
ァ
レ
ー
ニ
ウ
ス
の
『
一
般
地
理
学
し
は
ラ
テ
ン
語
で
欝
か
れ
た
が

　
（
一
六
五
〇
年
）
、
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
こ
れ
に
改
訂
を
加
え
て
英
訳
本
を
出
版

　
し
た
（
一
七
三
三
年
）
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
野
鉄
工
『
ウ
ァ
レ
ー
ニ
ウ

　
ス
の
仙
～
函
嶺
†
』
　
（
…
横
波
識
…
皆
瀬
払
隅
㎜
…
六
）
。

③
カ
ン
ト
の
講
義
は
一
七
五
六
年
か
ら
｝
七
九
六
年
へ
か
け
て
ケ
ー
ニ
ヒ

　
ス
ベ
ル
ヒ
大
学
で
約
四
八
学
期
闘
行
わ
れ
た
。
そ
の
ノ
ー
ト
の
掛
版
で
は

　
男
ぎ
貯
版
が
権
威
あ
り
と
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
は
東
北
大
学
園
欝
館
の

　
o
ら
9
昌
興
ダ
屑
ン
＜
．
（
ξ
茜
．
）
”
ぎ
日
霞
蒙
黒
髪
2
・
暮
．
㏄
o
Q
魯
二
津
窪
N
弩
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男
プ
矯
ω
置
O
び
①
⇒
φ
①
O
σ
Q
域
ρ
勺
ン
置
「
一
〇
Q
ω
⑩
・
に
よ
っ
た
。
　
・

④
　

ヘ
ル
ダ
ー
は
カ
．
ソ
さ
に
よ
る
思
想
上
の
感
化
は
少
い
と
い
わ
れ
為
が
、

　
地
理
学
豹
智
識
で
の
影
響
は
著
し
い
。
　
顕
。
乙
①
び
験
・
ρ
”
餐
Φ
①
嵩
N
票
巴

　
℃
7
臣
O
伍
○
℃
プ
圃
O
自
O
吋
O
㊦
Q
ゆ
O
げ
一
〇
プ
叶
Φ
α
①
円
ン
｛
費
嶺
O
ゴ
プ
O
津
畢
H
¶
○
◎
蒔
一
Q
◎
メ

　
　
　
和
辻
醤
郎
『
．
近
代
歴
史
哲
学
の
先
駆
春
』
　
（
昭
二
五
）
．

⑤
黒
簿
9
0
お
鋭
“
b
冨
0
3
σ
Q
戦
慧
ぼ
ρ
凶
再
Φ
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Nature　of　Geography

by

Zenz6　Miyagawa

　　Hartshorne’s　theory，　which　regards　geography　as　a　regional　and　syn－

t｝ietic　science，　is　sure　to　be　in　the　rnain　current　of　the　modern　geography，

but　it　cannot　be　in　the　main　current　of　the　modern　geography，　but　it

cannot　be　said　to　grasp　the　full　nac　ture　of　geographY，　with　its　one－sided

emphasis　of　researching　method．

　　As　compared　with　this，　that　we　define　the　researching　object　of　geog－

raphy　as　land，　a　phc　ce　of　human　life，　enftc　bles　us　to　offer　geography　as

ac　land　and　place　science　from　its　objective　emphasis．

　　Then，　in　modern　geography，　thinl〈ing　the　method　and　object　together

in　geography，　we　are　due　to　say　that　its　nature　consists　of　a　regional

science　in　land　and　a　synthetic　science　in　place．　The　core　of　geography

that　has　the　above－mentioned　nature　is　now　in　course　of　construction，

with　a　great　change　in　its　modern　system．

On　14．maribe　余戸

　　　　　　by

Naoyoshi　Nino

　　In　spite　of　some　contrary　opinions，　there　is　a　generally　ac　ccepted　opinion

that　Amαribe引戸means　Ri墨of　tell　families，　accord董ng　to　the．劾η6ゴ7・門

戸令為里条．　le2L7nofudoki出雲風土記or　other　sources，　however，　delloted

that　Amaribe余響wE　S　neitherσ6郷1～ゴ里of　Rツ6ブ6外界nor　J〈ozato里，

but　a　village　without　usua1σ6厚郷里．

　　Researching　villages　of　this　chac　racter，　we　understand　that　Amaribe余戸

means‘ mi4πRゴん。－Shdedan，準里戸集団　or　a　group　of　semi－R6ん。里戸，　accor－

ding　to　the　explft．　nation　of　Shi28’ekoんi集解古記on　Kory6i？一ifo“戸令為里条．

Also　in　the　geographical　condition　Amaribe　’situated　only　in　sheer　vi．11eys，

or　in　i”emote　reglons　probably　untrodden　by　men．

（　835　）


