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都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
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た
と
え
ば
、
伊
勢
の
鈴
鹿
川
右
岸
の
洪
積
膚
台
地
を
占
め
る
「
国
府
町
」
附
…

近
は
、
い
ま
で
は
そ
の
面
影
が
ほ
と
ん
ど
失
な
わ
れ
て
い
る
が
、
古
代
に
お
け

る
地
方
行
政
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
圏
府
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は

方
八
町
の
プ
ラ
ン
を
と
り
、
か
な
り
都
市
的
な
施
設
を
も
つ
て
い
た
も
の
ら
し

い
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
川
の
左
岸
に
当
り
．
、
溶
瀬
野
と
呼
ば
れ
る
段
丘
状
の
洪

稜
膳
台
地
に
も
、
多
数
の
礎
石
や
建
物
趾
が
分
布
し
、
発
掘
の
際
に
は
「
宿
」

字
が
焼
か
れ
た
瓦
さ
え
出
土
し
た
遺
跡
が
存
在
す
る
。
そ
の
プ
ラ
ン
は
、
東
北

地
方
の
胆
沢
城
肚
に
も
似
て
、
ほ
ぼ
方
八
町
、
外
周
の
一
部
に
土
塁
を
残
し
、

直
交
す
る
道
路
の
排
列
は
整
然
と
し
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
計
画
的
都
市
の
感
が
あ

る
。
伊
勢
国
府
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
で
な
い
と
す
れ
ば
、
果

し
て
こ
こ
を
何
に
宛
て
る
べ
き
か
。
そ
こ
で
著
考
は
、
こ
の
酉
方
に
鈴
鹿
関
が

設
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
冒
す
る
。
そ
う
し
て
種
々
な
る
資
料
を
集
積
し
た

う
え
で
、
こ
の
遺
跡
が
、
屯
田
兵
約
都
市
の
性
格
が
強
い
軍
団
（
七
八
頁
）
の

所
在
地
で
あ
っ
た
と
推
定
し
、
古
代
の
関
が
、
単
に
関
所
だ
け
で
は
な
く
、
後

背
地
と
し
て
、
軍
団
を
擁
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
古
代
に
お
け
る
交
通

路
は
、
こ
の
よ
う
な
…
性
格
の
関
と
鰹
府
と
を
大
き
い
結
節
点
と
し
、
そ
の
中
間

に
多
数
の
宿
駅
を
配
達
し
て
、
律
令
国
家
を
支
え
る
地
域
的
階
履
体
制
の
骨
ぐ

み
を
構
成
し
て
い
た
。

　
か
し
く
て
こ
こ
に
、
律
今
的
古
代
地
域
の
麟
構
造
に
陶
す
る
一
つ
の
シ
ェ
マ

が
で
き
あ
が
る
。
た
と
え
ば
溝
内
羅
に
あ
っ
て
は
、
圏
府
を
中
心
と
す
る
半
径

三
キ
ロ
圏
内
は
、
都
心
や
捌
都
心
を
も
つ
都
甫
域
で
あ
り
、
六
キ
ロ
圏
内
が
ア

ー
バ
ン
フ
リ
ン
ジ
で
あ
る
（
…
四
八
頁
）
。
こ
の
場
合
、
交
通
路
は
、
「
沿
線
を

結
ぶ
各
都
帯
に
共
通
し
た
栄
養
分
を
配
布
倭
達
す
る
役
割
を
演
じ
る
し
、
沿
線

の
各
都
衛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
か
ら
吸
収
し
た
歴
史
的
地
理
的
土
壌
中
に
、

こ
れ
を
注
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
地
域
的
特
徴
を
成
長
さ
し
て

行
く
」
　
（
一
六
一
頁
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
閥
構

造
は
、
帝
都
を
中
心
と
す
る
地
域
と
、
そ
の
周
辺
地
域
さ
ら
に
パ
イ
オ
ニ
ア
フ

リ
ン
ジ
と
で
は
、
性
格
の
か
な
り
異
な
る
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に
、
地
理
学
か

ら
ア
プ
ロ
…
チ
す
る
必
要
が
生
ず
る
。

　
何
と
い
う
鮮
や
か
な
説
明
の
手
並
み
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
ご
と
き
理
論
は
、
抽
象
的
な
思
弁
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
精
力
的
な

実
地
調
査
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
。
著
者
は
、
多
年
に
亘
っ
て
関
・
宿
駅
・
国
府
・

古
道
を
訪
ね
て
資
料
を
集
め
、
あ
る
い
は
発
掘
作
業
に
汗
を
流
し
、
そ
の
う
え

に
立
っ
て
、
右
の
よ
う
な
新
し
い
結
論
に
到
着
し
た
。

　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
著
者
の
研
究
態
度
な
い
し
は
理
論
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン

ド
を
な
す
も
の
が
、
い
ま
ま
で
に
充
分
磨
か
れ
て
来
た
考
古
学
的
素
養
や
、
近
年

と
み
に
力
を
注
い
で
い
る
現
代
都
布
の
研
究
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
評

者
に
は
及
び
難
い
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
素
地
の
オ
ー
ヴ
”
ノ
ラ
ッ
プ
が
な
け
れ
ば
、

と
う
て
い
本
書
の
ご
と
き
名
品
は
誕
生
し
え
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
ク
μ
ー
フ
ォ
…
ド
を
代
表
と
す
る
ブ
イ
ー
ル
ド
考

古
学
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
遺
物
で
は
な
く
、
先
史
よ
り
中
世

に
至
る
ま
で
の
、
地
表
お
よ
び
地
下
に
存
在
す
る
遺
跳
な
ら
び
に
そ
の
集
団
を
、
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詳轡

考
察
の
対
象
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ィ
ー
ル
ド
考
古
学
の

み
、
つ
ま
り
残
存
度
の
少
な
い
古
代
の
遺
跡
の
み
か
ら
、
そ
の
時
代
に
お
け
る

漿
観
な
ら
び
に
地
域
構
造
を
明
ら
か
に
な
す
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
著

姦
は
、
豊
富
な
考
古
学
飾
知
識
を
有
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
地
理
学
の
立
場

を
貫
こ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
方
法
は
、
つ

ぎ
の
ご
と
く
、
地
理
学
の
一
部
門
と
し
て
の
歴
史
地
理
学
の
立
場
を
鮮
明
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
ω
地
理
的
基
礎
を
考
慮
し
た
古
文
献
の
解
釈
、
②
「
考
古
学
的

遺
跡
・
遺
物
の
検
討
、
③
地
籍
図
・
土
地
台
帳
に
基
づ
く
土
地
割
の
分
析
、
ω

小
字
名
の
階
前
、
㈲
現
地
で
の
観
察
、
紛
後
の
時
代
の
都
布
・
交
通
路
か
ら
の

地
理
学
酌
に
可
能
な
釣
針
、
⑦
都
市
・
交
通
路
に
関
係
の
薄
い
同
蒋
代
酌
資
料

に
よ
る
補
強
（
　
O
i
一
二
頁
）
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ

ら
の
方
法
は
、
か
え
っ
て
古
文
献
を
唯
二
の
手
が
か
り
と
す
る
歴
史
的
研
究
の

歓
を
補
い
う
る
場
合
が
多
い
。
と
く
に
、
史
料
の
少
な
い
国
府
や
軍
団
の
実
体

に
関
し
て
、
こ
れ
は
大
き
い
有
用
性
を
発
揮
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
歴
史
地

理
学
は
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
考
古
学
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
、
ベ
ア
レ
ス
フ
ォ
ー
ド
が
中
世
村
落
の
復
原
に
際
し
て
用
い
た
方
法
に
示

さ
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
粒
界
の
策
一
人
者
と
目
婁
れ

る
デ
ξ
ナ
ソ
教
授
も
、
同
様
な
見
解
を
懐
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史

地
理
学
は
、
考
古
学
と
は
似
て
い
て
も
、
同
一
で
は
な
い
。
著
者
が
重
点
を
観

い
て
い
る
、
一
景
一
中
か
ら
そ
こ
に
残
存
す
る
古
代
的
鍬
観
を
析
出
す
る
方
法
、

す
な
わ
ち
著
者
も
直
接
そ
の
講
籠
に
棄
せ
ら
れ
た
ダ
ー
ビ
イ
教
授
が
、
歴
史
学

と
地
理
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
強
調
し
て
い
る
方
法

は
、
金
く
地
工
学
の
側
に
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
五
七
～
八
年
に

お
け
る
イ
ギ
リ
ス
留
学
は
、
著
者
が
編
み
饗
し
た
諸
方
法
を
、
海
外
の
水
準
で

検
討
す
る
に
当
っ
て
、
も
っ
と
も
つ
こ
う
の
よ
い
機
会
を
与
え
た
。
血
染
は
多

忙
の
中
に
寸
暇
を
翻
，
い
て
、
か
ず
か
ず
の
β
i
マ
ソ
タ
ウ
ン
を
実
地
に
訪
れ
、

あ
る
と
ぎ
は
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
に
残
る
ロ
ー
マ
ン
ウ
ォ
ー
ル
に
、
遠
い
古
代
の

面
影
を
み
出
し
、
あ
る
と
き
は
カ
ー
レ
ソ
ト
市
内
の
古
い
礎
石
に
、
い
に
し
え

の
町
謝
を
探
し
求
め
た
（
付
編
第
一
章
）
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
5
な
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
古
代
都
市
の
研
究
に
あ
た
っ
て
も
、
従
来
日
本
に
お
い
て
用
い
て
い
た
方

法
の
妥
当
性
が
、
強
く
確
信
さ
れ
る
に
至
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
著
者
の
帰
国

後
に
お
け
る
疲
れ
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
現
地
調
査
は
、
そ
の
自
信
に
基
づ
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
ド
イ
ツ
・
ブ
ラ
ン
ス
を
始
め
と
す
る
欧
米
の
学
界
に
お
い
て
は
、
都

市
の
圏
構
造
、
さ
ら
に
諸
都
市
を
結
節
点
と
す
る
地
域
の
階
履
体
制
の
研
究
が
、

最
近
と
く
に
顕
著
な
傾
向
と
な
り
っ
っ
あ
る
。
個
々
の
都
市
の
特
色
を
、
他
と

切
離
し
て
、
単
独
で
論
ず
る
古
い
や
り
方
は
次
第
に
か
げ
を
ひ
そ
め
、
そ
れ
ら

を
関
係
的
な
存
在
と
し
て
理
解
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考

え
方
を
、
現
代
都
市
の
研
究
に
お
い
て
充
分
に
摂
取
し
た
箸
者
は
、
そ
れ
を
古

代
の
場
合
に
対
し
て
適
用
し
よ
5
と
す
る
。
時
代
が
全
く
異
な
る
も
の
を
、
そ

の
ま
ま
の
形
で
遜
用
す
る
と
は
、
著
諸
善
身
考
え
て
は
い
な
い
が
、
そ
う
い
う

方
法
論
上
の
大
胆
な
前
進
が
な
け
れ
ば
、
三
災
地
理
学
的
研
究
が
、
今
後
大
い

に
発
展
す
る
と
は
思
え
な
い
。
三
春
も
こ
の
着
想
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
前
著
『
先
史
地
域
及
び
都
市
域
の
研
究
』
に
お
い
て
、
著
春
の
研
究
態
度
を

方
向
づ
け
る
二
つ
の
背
景
は
、
す
で
に
顕
現
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
二
つ
が
、
完
全
に
融
合
し
た
か
た
ち
に
お
い
て
、
具
体
化
し
た
も
の
こ
そ
、

本
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
逆
に
、
今
後
の
ブ
イ
ー
ル
ド
考
古
学
を
刺

激
し
て
、
圏
構
造
酌
な
考
え
方
の
重
要
性
を
認
識
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
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た
現
代
郷
市
の
研
究
に
あ
た
っ
て
も
、
歴
史
地
理
学
的
方
法
の
有
態
性
を
、
立

簸
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
評
岩
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
、
現
在
の
学
界
の
研
究
段

階
に
お
い
て
、
本
書
の
も
つ
大
き
い
役
割
を
み
い
だ
す
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
、
　
「
わ
が
属
律
令
時
代
に
お
け
る
地
方
都
市
及
び
交
通
路
の
歴
史
地
理

学
酌
研
究
の
一
試
論
」
な
る
剃
題
を
も
つ
本
丁
は
、
　
「
研
究
対
象
の
地
理
的
意

義
と
研
究
の
方
法
」
を
述
べ
た
序
論
、
e
「
地
方
都
南
と
し
て
の
属
府
の
鷹
史

地
理
学
的
研
究
」
、
　
⇔
門
鈴
鹿
及
び
愛
発
関
と
そ
の
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
に
関
す

る
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
、
㊨
「
小
字
名
と
地
形
の
検
討
か
ら
す
る
延
喜
式
の
諸

駅
及
び
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
、
㈲
「
日
脚
的
古
代
の
地
域
構
造
の

問
題
」
の
四
章
か
ら
な
る
本
論
、
0
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン

（
含
雛
ー
マ
ン
獄
ー
ド
）
の
歴
史
地
理
学
的
性
格
に
つ
い
て
」
、
ω
「
中
世
に
お

い
て
国
司
館
の
存
在
し
た
歴
史
的
都
市
の
図
表
と
現
状
扁
、
　
⇔
「
古
地
誌
、
名

所
図
会
、
紀
行
文
等
匹
み
ら
れ
る
近
畿
の
街
道
と
集
落
に
つ
い
て
」
の
三
章
か

ら
な
る
付
論
に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
序
論
に
お
い
て
、
自
白
は
、
地
理
学
の
歴
史
的
…
研
究
法
と
歴
史
地
理
学
と
を

一、

梛
謨
ﾊ
し
、
歴
史
地
理
学
を
、
　
「
過
去
の
地
域
に
関
す
る
人
文
地
理
学
」
と

定
義
す
る
（
五
頁
）
。
そ
う
し
て
、
過
去
の
景
観
の
残
存
が
、
「
現
実
の
地
域
構

成
体
中
に
有
す
る
歴
史
地
理
酌
な
意
義
㎏
　
（
三
頁
）
を
充
分
認
識
し
た
の
ち
、

こ
の
「
歴
史
時
代
に
も
共
有
す
る
現
崇
観
分
析
の
方
法
」
．
（
六
頁
）
こ
そ
、
歴

史
地
理
学
固
有
の
研
究
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
転
転
に
よ

っ
て
、
　
「
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
地
域
変
遷
史
的
方
法
」
　
（
七
頁
）
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
小
牧
実
繁
博
士
は
、
斯
学
で
は
正
叙
的
・
歴
史
的
方

法
と
倒
叙
的
・
地
理
的
方
法
と
が
鷺
別
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
両
者
の

結
び
付
き
ば
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
藤
岡
教
擾
は
、
そ
れ
を
一
歩

進
め
、
現
鎖
観
の
中
か
ら
過
去
の
諸
時
代
に
起
源
を
帰
す
る
諸
構
成
要
素
を
順

次
抽
財
し
、
そ
れ
ら
を
蒋
間
約
順
序
に
並
べ
て
、
過
去
か
ら
現
代
へ
到
る
道
を

示
し
た
。
か
く
て
、
従
来
方
法
論
的
曖
昧
さ
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
歴
史
地
理

学
が
、
今
後
の
研
究
に
と
っ
て
、
ゆ
る
ぎ
な
い
基
礎
を
築
く
に
至
っ
た
。
ダ
ー

ビ
イ
も
、
冷
冷
観
か
ら
の
歴
史
的
要
素
の
析
出
を
重
ん
ず
る
が
、
証
会
経
済
史

的
色
彩
の
濃
い
彼
は
、
せ
い
ぜ
い
中
世
的
景
観
ま
で
に
し
か
到
達
し
え
な
か
っ

た
。
そ
れ
以
上
の
遡
及
は
、
と
く
に
日
本
の
場
合
、
藤
岡
教
擾
の
独
壇
場
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
純
理
論
的
に
い
え
ば
、
　
「
古
代
人
に
も
共
有
さ
れ
る

地
理
酌
基
礎
」
　
（
六
頁
）
な
る
概
念
は
、
　
「
舞
台
と
歴
史
」
と
い
う
禁
句
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
誤
解
を
生
ず
る
恐
れ
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
論
は
、
す
べ
て
著
者
の
こ
こ
数
年
来
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
結
縮
で
あ

る
。
第
一
章
の
濁
府
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
ず
文
献
を
あ
さ
り
、
広
域
に
亘
っ

て
関
係
地
名
を
拾
集
し
、
し
か
る
の
ち
個
々
の
閣
府
に
つ
い
て
、
地
理
的
位

置
●
地
形
と
の
関
係
丙
部
形
態
・
町
割
譜
施
設
等
が
、
具
体
的
に
駄
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
国
府
が
古
代
都
衛
国
家
と
共
通
し
た
立
地
環
境
を
も
つ
こ
と

（
二
七
頁
）
、
帝
都
と
の
結
び
付
き
が
簸
一
で
あ
る
た
め
、
国
の
中
で
は
偏
心
的

位
難
を
持
つ
場
合
が
あ
る
こ
と
（
二
八
頁
）
、
規
模
な
ら
び
に
町
割
が
全
国
必

ず
し
も
劃
一
的
で
は
な
い
こ
と
、
し
か
も
そ
の
プ
ラ
ン
が
条
里
制
と
は
さ
ほ
ど

密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
五
一
…
一
翼
）
等
は
、
新
し
い
注
表
す

べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
は
、
古
代
の
関
と
そ
の
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
と
の

あ
り
方
に
つ
き
、
鈴
鹿
・
愛
発
達
関
を
例
に
と
っ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
発

掘
の
結
果
は
有
益
に
生
か
さ
れ
、
軍
邸
の
存
在
の
実
証
、
関
の
二
重
構
造
へ
の

黒
眼
（
一
〇
一
頁
）
な
ど
は
、
学
界
に
大
き
な
話
題
を
投
じ
た
。
ま
た
、
愛
発
関
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掌書

と
西
近
江
路
に
関
し
て
、
軍
団
維
持
の
た
め
の
水
田
（
九
七
頁
）
と
か
、
溺
央

面
を
用
い
る
駅
馬
の
放
牧
地
（
八
八
頁
）
と
か
に
着
目
し
て
い
る
の
は
、
地
理

学
者
な
ら
で
は
の
感
を
一
層
深
く
す
る
。
第
三
章
は
、
古
代
交
通
路
に
つ
い
て
、

考
察
の
対
象
を
、
近
畿
お
よ
び
周
辺
地
域
に
拡
げ
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
駅

路
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
史
学
系
の
井
上
・
芦
田
等
諸
氏
に
よ
り
、
多
く
の
研

究
が
つ
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
全
く
新
し
い
立
場
か
ら
、
こ
れ
ら
を

改
め
て
考
察
し
直
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
現
地
で
の
景
観
分
析
、
駅
問
販

離
・
微
地
形
・
関
係
す
る
古
地
詩
話
の
検
討
が
重
視
さ
れ
る
。
著
考
は
、
延
喜

式
所
収
の
駅
を
研
究
の
手
が
か
り
と
し
た
が
、
大
化
以
後
二
世
紀
半
に
亘
る
聞

に
、
古
い
も
の
が
か
な
り
の
変
化
を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
　
「
地
理
学
的
研
究
は
、
地
表
に
お
け
る
駅
の
分
布
復
原
の
中
に
も
、

あ
る
地
域
的
特
質
や
共
通
性
の
存
在
す
る
こ
と
」
　
（
一
三
八
頁
）
を
教
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
お
、
国
府
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
復
原
さ
れ
た
駅
路
に
、
必

ら
ず
し
も
沿
う
て
い
な
い
点
は
（
一
二
六
頁
）
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
た
だ
、
著
者
は
小
字
名
を
や
や
偏
重
す
る
嫌
い
が
あ
り
、
多
数
列

挙
さ
れ
た
中
の
若
干
は
、
そ
の
必
要
が
な
か
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
第
四

章
の
律
令
的
古
代
の
地
域
構
造
に
関
す
る
研
究
は
、
本
論
の
結
び
に
当
る
が
、

そ
の
示
唆
に
寓
む
諸
見
解
は
、
充
分
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
章
に
お
い

て
、
藤
岡
教
授
は
、
み
ず
か
ら
の
創
案
に
な
る
諸
方
法
が
、
興
体
的
に
適
用
さ

れ
た
諸
結
果
を
綜
合
し
、
地
理
学
と
し
て
の
歴
史
地
理
学
の
あ
り
方
を
示
し
た
。

そ
の
下
す
根
は
深
く
、
そ
の
咲
か
せ
る
花
は
は
な
は
だ
香
り
た
か
い
。
こ
れ
は

わ
れ
わ
れ
後
学
に
と
っ
て
、
今
後
の
研
究
上
の
指
針
と
し
て
、
大
い
に
役
立
ち

う
る
で
あ
ろ
う
。

　
謙
虚
に
付
論
と
さ
れ
た
最
後
の
三
章
は
、
本
論
の
基
盤
が
、
か
な
り
広
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
章
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
遺
ー
マ
ン
タ

ウ
ソ
お
よ
び
ロ
…
マ
ン
ロ
ー
ド
に
関
す
る
研
究
は
、
地
域
的
個
性
の
描
出
を
め

ざ
す
地
理
学
に
と
っ
て
、
他
地
域
と
の
比
較
が
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を

教
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
日
本
に
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
滞

在
中
、
著
藩
が
、
諸
種
の
困
難
を
排
し
て
実
地
調
査
を
行
っ
た
成
果
で
あ
る
。

日
本
の
律
令
的
地
方
都
甫
の
多
く
が
、
い
ま
は
大
部
分
廃
櫨
酌
景
観
を
な
す
の

に
鴛
し
、
　
「
ロ
ー
マ
ン
タ
ウ
ン
は
、
そ
の
後
の
中
世
と
い
わ
ず
、
現
在
に
も
な

お
往
年
の
磁
影
を
と
ど
め
て
残
存
す
る
も
の
が
多
い
」
　
（
一
八
一
頁
）
と
す
る

著
者
の
体
験
は
、
わ
れ
わ
れ
の
驚
き
で
さ
え
あ
る
。
こ
こ
に
比
較
の
重
要
さ
が
、

理
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
残
存
の
程
度
が
異
な
っ
て
も
、
　
「
歴
更
酌

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
日
本
の
よ
う
な
古
い
国
で
は
き
わ
め
て
必
要
で

あ
る
偏
（
一
八
八
頁
）
。
第
二
章
は
、
中
世
に
北
畠
氏
の
国
司
餓
が
設
け
ら
れ
て

い
た
伊
勢
国
多
芸
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
も
、
過
去
の
景

観
を
復
原
し
た
の
ち
、
そ
れ
と
現
在
と
の
つ
な
が
り
に
説
き
及
ん
で
い
る
。
第

三
章
は
、
古
地
誌
・
名
所
図
会
・
紀
行
文
等
か
ら
v
近
畿
地
方
の
古
い
街
道
と

集
落
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
な
り
以
前
に
、
著
者
が
古
典
的
な
紀
行
文

か
ら
ご
く
最
近
の
五
味
康
祐
も
の
に
至
る
ま
で
を
、
い
か
に
も
楽
し
そ
う
に
読

み
あ
さ
り
、
そ
の
あ
と
を
机
上
に
う
ず
高
く
積
ん
で
お
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

当
時
評
者
は
、
そ
の
理
由
を
質
ね
な
か
っ
た
が
、
木
章
が
あ
ら
わ
れ
た
い
ま
と

な
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
意
味
が
理
解
で
き
た
。
首
巻
の
栄
養
分
の
摂
取
は
、

遺
跡
や
皇
図
な
ど
、
通
常
の
歴
史
地
理
学
者
が
取
扱
う
味
気
の
な
い
資
料
か
ら

と
は
、
限
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
評
者
は
幸
い
に
も
休
暇
の
た
め
、
藤
岡
教
授
を
、
ロ
ン
ド
ン
の
止
宿
先
に
訪

ね
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
教
授
は
、
ロ
ー
岬
、
ン
タ
ウ
ソ
や
ロ
ー
マ
ン
ロ
…
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ド
研
究
の
た
の
し
み
を
語
っ
た
の
ち
、
一
枚
の
紙
片
を
評
者
に
示
さ
れ
た
。
そ

こ
に
記
さ
れ
た
内
容
は
、
正
確
に
は
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
ほ
ぼ
本
書
の
復
案

に
当
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
雰
囲
気
や
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
教
授
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
大
い
に
執
筆
意
欲
を
刺
戦
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
帰
國
後
、
教
授
は
従
来
の
諸
研
究
を
整
理
し
、
さ
ら
に
新
し

い
調
査
結
果
を
つ
け
加
え
、
そ
れ
ら
に
一
本
の
筋
金
を
通
さ
れ
た
。
か
く
し
て

誕
生
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
著
者
は
帰
国
後
人
が
か
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
、
よ
く
噂
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
忙
し
そ
う
な
立
居
振
舞
い
が
忘
れ
ら
れ
、

静
か
に
ア
ー
ム
チ
ェ
ア
に
腰
か
け
て
、
瞑
想
に
ふ
け
っ
て
お
ら
れ
る
教
授
の
姿

を
、
み
か
け
る
機
会
が
し
ば
し
ぽ
で
あ
る
。
は
し
が
ぎ
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
こ

と
ぽ
、
　
「
地
理
学
徒
の
幸
福
は
、
…
…
地
域
に
と
り
か
こ
ま
れ
た
ア
ト
モ
ス
フ

ェ
ア
！
の
感
覚
を
科
学
的
操
作
に
よ
っ
て
、
心
行
く
ば
か
り
に
わ
が
身
に
つ
け

る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
」
に
は
、
著
者
の
最
近
に
お
け
る
心
境
が
洩
ら
さ
れ

て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
の
も
つ
高
い
研
究
史
上
の
価
値
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
味
わ
う
べ
き
こ
と
ば
こ
そ
、
わ
た
く
し
が
こ
の
良
書

に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
、
短
評
の
筆
を
と
っ
た
大
き
い
理
由
で
あ
る
。
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