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て
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海

野

一

一：

ｳ
量
窺
塊
わ
れ
た
元
代
の
袋
魁
町
と
レ
匠
朱
果
の
輿
地
図
を
・
明
の
羅
洪
先
の
「
広
輿
図
」
塞
つ
い
て
好
し
よ
う
と
す
る
の
が

～
　
本
稿
で
あ
る
。
広
輿
図
は
編
者
肖
身
言
明
す
る
よ
う
に
、
園
形
の
正
確
な
朱
秘
本
翻
を
分
舗
し
改
訂
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
が
収
載
す
る

　
諸
因
を
吟
味
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
非
朱
思
本
図
的
要
素
を
逐
次
排
除
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
原
麟
で
あ
る
朱
平
鯖
園
の
絹
貌
は
お
の
ず
と
浮
び
上
っ
て
く

　
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
踏
ん
で
明
ら
か
に
し
得
た
事
柄
は
、
先
ず
そ
の
方
格
が
罫
描
哲
里
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

　
し
て
羅
濁
世
の
見
た
朱
墨
本
図
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
縮
尺
は
八
分
百
滋
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
図
は
朱
複
本
が
言
う
如
く
、
外
照
地
方

　
を
描
か
ず
、
同
時
代
の
「
声
教
広
被
図
」
の
伽
き
世
界
図
で
は
な
か
っ
た
。
図
形
や
作
図
法
に
イ
ス
ラ
ム
地
側
節
の
影
響
を
孫
．
〈
け
な
い
ば
か
り
か
、
沿
革

　
に
執
着
す
る
伝
統
的
な
中
關
地
図
学
を
忠
実
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
図
の
大
き
な
特
色
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
允
の
都
実
の
探
検
に

　
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
黄
河
河
源
地
方
の
地
理
を
、
毒
し
く
中
食
全
図
の
中
に
位
陵
づ
け
た
点
で
あ
っ
た
ろ
う
。

与

は
．
し
　
が
　
き

　
朱
墨
本
の
「
輿
地
図
」
は
元
代
の
代
表
的
地
図
の
一
つ
と
し
て
聞

え
る
け
れ
ど
も
、
図
自
体
は
菰
存
せ
ず
内
容
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　
④

詳
ら
か
で
は
な
い
。
　
た
だ
そ
の
図
を
艶
艶
し
た
と
い
う
羅
軸
先
の

「
広
輿
図
」
を
手
掛
り
と
し
た
研
究
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
に
よ
っ
て
大
要
は
知
り
得
る
。
中
で
も
青
山
定
雄
搏
士
の
研
究
は

詳
細
か
つ
画
期
的
な
も
の
で
、
広
輿
図
と
そ
の
資
料
の
一
つ
を
岡
じ

く
す
る
「
混
一
彊
理
歴
代
圏
都
之
図
」
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、

大
ま
か
な
が
ら
朱
思
本
図
の
輪
郭
を
浮
び
上
ら
せ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
具
体
的
に
そ
の
図
形
を
彷
彿
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
な
お

地
國
に
即
し
た
復
原
的
作
業
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
私
は
こ
こ
に
、
先
学
の
こ
の
研
究
を
有
力
な
出
発
点
と
し
て
、

朱
思
本
図
の
再
構
成
を
行
な
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
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そ
こ
で
先
ず
そ
の
根
拠
と
な
る
広
輿
図
に
つ
い
て
、

的
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

一
　
広
輿
図
の
成
立
と
内
容

若
干
の
書
誌
学

　
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
広
輿
図
は
明
の
羅
洪
先
が
十
余
年
の

　
　
　
　
　
③

歳
月
を
費
し
て
、
　
嘉
靖
二
十
年
頃
（
一
五
四
｛
）
に
完
成
し
た
地
図

　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

帖
で
、
嘉
靖
三
十
四
年
（
、
［
五
五
五
）
頃
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
。
　
そ

・
の
後
明
末
ま
で
に
五
回
版
を
重
ね
、
更
に
清
の
嘉
慶
年
間
に
も
版
行

　
　
⑥

を
見
た
。
そ
の
都
度
多
少
の
改
訂
や
増
補
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、

朱
思
本
図
復
原
の
資
料
と
し
て
は
初
版
本
が
最
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が

初
版
本
と
推
定
さ
れ
る
も
の
は
一
部
が
知
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
す

な
わ
ち
フ
ッ
ク
ス
博
士
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
書
振
薫
旧
蔵
本
が
そ
れ

で
、
現
在
そ
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
が
、
地
図
の
都
分
は
幸
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

飼
博
士
に
よ
っ
て
複
製
さ
れ
て
い
る
。
地
図
に
付
随
す
る
記
事
を
溜

め
た
図
帖
全
体
に
つ
い
て
は
、
記
事
の
一
部
を
除
け
ば
全
く
推
定
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

版
本
の
模
写
で
あ
る
内
閣
文
庫
所
蔵
本
、
再
版
本
と
考
え
ら
れ
る
晦

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

波
松
太
郎
氏
所
蔵
本
を
そ
れ
ぞ
れ
参
考
に
し
た
。

　
さ
て
広
輿
図
の
編
纂
に
当
っ
て
、
羅
洪
先
が
用
い
た
資
料
に
つ
い

て
は
、
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
で
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賊

九
辺
図
（
念
捲
羅
先
生
文
集
巻
＋
）
に
、

　
凶
取
昌
大
明
一
統
図
志
、
元
朱
思
本
李
沢
罠
輿
地
図
、
許
蒲
活
気
辺
小
函
、

　
呉
雲
泉
九
辺
志
、
先
大
夫
遼
東
三
州
図
、
浦
回
三
二
維
陽
西
関
二
図
、
李

　
蒋
御
宣
府
図
志
、
京
本
雲
巾
図
、
新
本
宣
大
図
、
唐
荊
川
大
隅
三
関
隈
、

　
鷹
漁
石
三
辺
砦
鎮
図
、
楊
虞
坂
徐
斌
水
図
、
凡
一
十
四
種
嚇
量
凱
遅
近
↓

　
別
　
険
夷
ハ
管
轄
隣
今
↓
補
㌃
退
誤
ハ
将
一
野
帰
ザ
之
。
（
傍
線
筆
潜
）

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
十
四
種
の
地
図
を
参
照

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
彼
が
最
も
儒
頼
を
澱
い
た

の
は
、
次
に
掲
げ
る
広
輿
図
の
自
序
で
明
ら
か
な
よ
う
に
下
思
本
図

で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
広
輿
図
な
る
標
題
は
輿
地
図
（
朱
思
本
図
）
を

，
増
広
し
た
も
の
と
い
う
意
で
あ
り
、
巻
「
首
に
朱
思
本
の
輿
地
図
序

（
広
輿
図
で
は
輿
図
旧
序
と
す
る
）
を
掲
げ
な
が
ら
、
そ
れ
に
続
く
自

序
（
広
輿
図
序
）
に
自
己
の
名
を
伏
せ
た
の
も
、
朱
思
本
図
に
権
威
を

認
め
た
が
故
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
で
は
羅
洪
益
を
し
て
こ
改
訂
考
と

思
わ
し
め
た
そ
の
図
の
一
体
ど
こ
に
権
威
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
図
形
の
正
確
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
彼
は

慮
序
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
嘗
偏
観
二
天
下
学
籍
（
難
レ
極
撫
評
尽
哨
其
疎
禦
失
レ
準
、
遠
近
錨
誤
、
蕎
篇

　
葡
一
、
莫
昌
之
能
易
｝
也
。
要
求
三
年
、
偶
得
三
義
人
朱
儒
本
図
調
其
園
有
昌
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計
里
二
方
之
法
納
而
垂
訓
自
是
岨
レ
撫
、
一
重
分
合
、
策
西
相
律
、
不
レ
釜
　

　
背
舛
詔

彼
の
需
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
三
思
本
図
は
計
里
画
方
に
忠
実
で
あ

っ
た
が
故
に
、
地
図
と
し
て
の
価
魑
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
計
溜

場
方
の
法
と
は
文
字
通
り
距
離
を
灘
定
し
、
地
図
の
骨
賂
と
な
る
方

響
を
画
く
と
い
う
こ
と
で
、
中
国
の
伝
統
的
な
一
説
図
法
を
意
味
す

る
。
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
図
形
は
は
じ
め
ズ
正
確
に
な
り
、

縮
尺
が
明
瞭
に
な
る
。
羅
洪
先
が
番
う
よ
う
に
、
朱
門
本
四
に
は
図

面
を
覆
う
方
絡
が
見
事
に
描
か
れ
、
そ
の
縮
尺
も
明
示
さ
れ
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
。

　
彼
は
こ
の
信
頼
で
き
る
地
閣
を
得
て
、
地
名
を
明
代
の
も
の
に
改

・
訂
し
、
一
枚
図
で
あ
っ
た
の
を
分
犠
し
て
図
帖
と
な
し
た
。
し
か
し

宰
取
本
図
は
図
形
の
正
確
さ
に
お
い
て
は
他
に
比
を
見
な
い
地
図
で

あ
っ
た
と
は
い
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
彼
が
必
要
と
し
た
中
閣
以
外

の
広
大
な
地
域
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
描
く
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
彼
は
李
沢
民
の
「
声
教
広
競
演
」
な
ど
を
用
い
て
絶
遠
の

異
邦
を
補
っ
た
。
ま
た
辺
防
に
関
心
の
高
ま
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ

た
か
ら
、
九
裸
図
を
は
じ
め
桃
河
・
松
添
・
心
血
・
麻
陽
な
ど
辺
鎮

の
図
を
、
前
掲
十
四
種
中
の
関
係
諸
地
図
に
よ
っ
て
作
成
し
た
。
し

第1表　　広’9S｛　1ヌljl又載Sui　1雲iの』丁数

　
応
じ
．
c
周

本
も
1

版
本

初
版

，
劉
．
、

餅
號
1
1
6

灘

16

P1

5
　
　
り
σ
　
9
0
　
2
　
　
　
5
　
　
　
1
　
　
1

11

@
5
　
3
3
2
　
4 4845

輿　　地　総　　図

両臨隷十三布政司図

九　　　辺

麻陽二一

黄　　　阿

漕　　河（運）

海　　　運

朝鮮・

西域諸図

東　傷　海　夷

西　南　海　夷

採i

桃河・松溝・虞鎮・

麟

図

図

上漠・安蘭・

図

図

計

か
し
こ
れ
ら
の

図
と
い
え
ど
も

基
図
と
し
て
は

図
形
の
正
し
い

朱
思
本
図
を
用

い
た
よ
う
で
あ

懸

る
。
、

　
こ
う
し
て
鵠

躍
上
っ
た
広
輿

図
の
内
容
を
推

定
初
刊
本
に
つ
い
て
み
る
と
、
序
文
一
丁
、
地
図
四
十
種
四
十
八
丁
、

図
に
付
随
す
る
関
係
記
事
六
十
八
丁
、
合
計
百
十
七
丁
と
な
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
自
序
に
記
さ
れ
る
地
図
の
種
類
丁
数
は
こ
れ
よ

り
少
な
く
、
い
ま
そ
れ
を
右
の
数
字
と
対
比
す
る
と
第
一
表
の
如
く

で
あ
る
。
た
だ
し
記
事
の
部
分
の
丁
数
は
懲
序
に
も
“
副
図
六
十
八
”

と
あ
っ
て
差
異
が
な
い
。
地
図
に
お
け
る
こ
の
不
一
致
は
朱
思
本
図

を
考
え
る
上
に
も
見
逃
せ
な
い
の
で
、
少
し
く
検
討
を
加
え
て
お
こ

う
。
藏
序
に
述
べ
る
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
恐
ら
く
嘉
靖
二
十
年
（
一

五
四
一
）
頃
一
先
ず
完
成
に
漕
ぎ
つ
け
た
稿
本
に
関
す
る
も
の
で
、
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フ
ッ
ク
ス
博
士
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
初
版
本
刊
行
ま
で
の
里
余

年
間
に
朔
漠
図
を
一
一
丁
に
増
し
、
東
南
・
爾
母
親
四
夷
墨
黒
一
丁
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

新
た
に
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
両
耳
管
図
が
声

教
鱗
被
図
の
一
部
を
用
い
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
既
に
青
山
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
考
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
　
二
力
朔
漠
図
に
は
声
教

広
被
図
を
利
用
し
た
形
跡
は
な
く
、
一
丁
か
ら
二
丁
へ
の
変
更
の
理

由
が
判
然
と
し
な
い
が
、
或
い
は
稿
本
完
成
後
に
こ
の
方
面
に
関
す

る
適
当
な
資
料
が
入
手
で
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て

も
こ
の
こ
と
は
、
朱
思
本
図
の
漠
北
が
簡
略
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と

を
示
唆
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
改
め
て
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
朱
思
本
図
を
者
え
る
の
に
必
要
な
範
囲
で
の
広
輿
図
の
考
察
は
、

以
上
で
ほ
ぼ
充
分
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
広
輿
図
の
中
に
黒
ま
れ

る
朱
思
本
図
的
要
素
の
発
見
に
移
り
た
い
。

二
　
三
思
本
図
の
内
容

　
品
格
　
　
既
述
の
如
く
高
趣
先
に
認
め
ら
れ
た
幽
思
本
図
の
傭
値

は
図
形
の
正
確
さ
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
図
に
お
け

る
方
格
の
存
在
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
一
体
三

思
本
図
で
は
毎
方
結
婚
の
方
格
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
推
定
に
は
広
輿
図
の
方
格
が
一
つ
の
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

何
故
な
ら
広
輿
図
の
資
料
と
な
っ
た
中
国
全
図
の
う
ち
、
大
明
一
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

志
の
図
に
は
方
里
が
な
く
、
ま
た
李
沢
民
図
も
混
一
絶
倒
歴
代
隣
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
．

之
図
か
ら
見
て
方
格
を
も
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
広
輿
図

の
序
に
お
け
る
、

　
按
朱
麟
長
広
七
尺
、
不
レ
便
　
巻
鎌
↓
今
拠
昌
藤
方
口
唇
以
　
編
簡
4

と
い
う
黒
皮
先
の
需
葉
に
照
ら
し
て
も
、
方
格
は
朱
思
本
図
の
踏
襲

な
い
し
は
模
倣
で
あ
る
と
断
定
し
て
差
支
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
広
輿
図
収
載
の
諸
図
に
用
い
ら
れ
る
方
格
は
必
ず
し
も
一
定

第2褒　広輿図収載地國の方1各

毎方1地 麟 名　点図丁数

3
　
　
2
3
3
8

2

輿地上図・九辺総図・西域

図

東山海夷i瓢・繭鱗毎夷図

黄河磯（第3）・朔漠1乗1

二直十三雀諸騒・九辺諸騒

（湖州辺図を除く）・桃河等

辺鋏諸礼・薮河図（第1・2）

漕運麩レ海運図・朝鮮図・

安南図

式同業圏

500堕

400里

20G黒

100璽

40損

し
て
お
ら
ず
、
第
二
表

に
示
す
如
く
毎
方
五
百

里
か
ら
遊
方
四
十
里
に

至
る
ま
で
五
種
類
に
分

か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
四

十
八
丁
の
地
図
の
う
ち
、

総
図
や
外
蔑
諸
図
な
ど

一
部
を
除
い
て
、
三
十

八
丁
が
酋
長
百
里
の
方

格
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
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殊
に
二
酉
十
三
省
す
な
わ
ち
中
圏
本
土
の
諸
図
は
す
べ
て
こ
れ
に
含

ま
れ
、
外
貌
と
し
て
わ
ず
か
に
朝
鮮
と
安
南
…
の
両
園
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。
広
輿
図
の
中
で
も
主
要
な
部
分
を
占
め
る
中
国
本
土
の
図
が

す
べ
て
毎
方
百
軒
置
射
影
を
も
つ
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
同
じ
く
立
方
百
里
の
方
格
を
も
つ
西
安
碑
林
の
年
嵩
七

年
（
｝
一
三
六
）
石
臨
監
跡
図
を
想
起
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ

の
泌
は
周
知
の
よ
う
に
、
萬
貢
の
山
想
地
名
を
主
と
す
る
一
種
の
歴

史
地
図
で
、
同
時
代
の
地
図
の
中
で
も
す
ぐ
れ
て
正
確
な
図
形
を
示

　
　
　
ゆ

し
て
い
る
。
一
方
わ
れ
わ
れ
は
朱
思
本
が
圏
の
作
成
に
当
っ
て
用
い

た
と
い
う
資
料
の
中
に
、
盗
陽
・
安
陸
の
石
翔
禺
　
図
の
名
を
見
出

す
。
す
な
わ
ち
彼
の
輿
地
図
の
臼
序
に
は
次
の
如
く
　
記
さ
れ
る
。

　
験
昌
諸
濫
陽
安
陸
石
刻
禺
遊
図
、
樵
福
耳
一
六
合
郡
邑
図
ハ
二
三
…
　
前
人
瞬
レ

｛
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叢
五

一 ｝蹄lrへi｝　i　l

，
姦至1藤織一細◇　　め1　｝　　　i下7π　　　　一　　　　　　　’

鴨
緑
藁

強
嚇
峨
’

一末

窒レー
ｫ！褥＿・

試

」
も
　
，

　　　糞　　　　　　　　・　　　　　’　　　　　，、　　　　6

　　　　　　瀧：＼ノ　　1　　　　　　　　、、一、’曲　　㌧『

^…’一匿㌢
@　1　　　　　　　　　　　　　　　　）　　’

』 i　　即　　・一
堰@　一，

．
i
き

パ

　　・こ　1さ・、1い　　　，

@　　　　」　　、
@　　　、か｝：、「ヒ
@　　、，　　　　　　囁

@　　　　　　1　　＼@　　　、臼　．き
@　　　・へ＼∵囁
ﾄ　　　　　　r　　　　　、

@　　　8へ・㌧∵ヌ

　…

燠
早
F
・
λ
・
．
囁
　
’
　
　
　
P
　
　
「

　　　　囁弄『　．
@　　ジ．、・・’∫
這f，三凝；鶏1鉱，、．・：　㌧　・　　　1＿ウ、＿い・・ぺ・ビ

野

＼

γ

♂
、
」

ハ
」

『
、
－

朱思本図（輪郭）

88　（42e＞



朱思本の輿地劉について（海野）

…
、
方
格
は
百
里
毎
に
画
く
ぺ
ぎ
で
あ
っ
た
が
、
図
版
の
好
き
を
考
慮
し
て
天
轡
型
毎
と
し
た
。

一、

j
線
で
承
し
た
箇
所
は
輿
地
総
図
に
よ
っ
た
。

黒、

搖
E
は
広
輿
図
の
も
の
を
用
い
た
。
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作
、
勘
合
＝
乖
謬
叫
思
篇
構
為
レ
騒
矯
正
v
之
。
閲
二
魏
錨
道
元
注
水
経
、
籍

　
通
典
、
元
和
郡
県
志
、
宋
元
豊
九
叢
叢
、
皇
元
一
統
志
↓
参
舗
致
古
今
↓

　
登
熟
校
遠
近
↓
既
得
　
其
三
民
蒲
未
一
敢
嶽
是
｝
也
。
　
（
爽
｝
斉
雑
著
巻
一
）

濃
陽
お
よ
び
安
陸
の
両
地
に
存
し
た
石
刻
禺
迩
園
が
と
も
に
内
容
を

岡
じ
く
す
る
地
勢
で
あ
っ
た
か
否
か
は
も
と
よ
り
、
作
成
年
代
も
内

容
も
い
ま
明
ら
か
に
す
る
す
べ
が
な
い
け
れ
ど
も
、
園
の
題
名
と
言

い
石
刻
で
あ
る
こ
と
と
言
い
、
そ
の
隠
が
阜
贔
七
年
石
刻
零
時
図
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
⑱

親
縁
関
係
に
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
広
輿
図
の
図
形
や
地
名
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

阜
鼠
石
刻
禺
跡
図
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
検
出
さ
れ
る
か
ら
、

主
思
本
が
利
用
し
た
禺
迩
図
は
恐
ら
く
馬
漕
名
跡
図
と
岡
系
統
の
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
そ
の
図
に
も
方
響
が
あ
り
、
し
か

も
毎
方
葺
里
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
朱
製
本
の
参
照
し
た
図
の

方
響
が
毎
戴
勝
璽
で
あ
り
、
朱
思
本
図
を
分
割
し
た
と
い
う
広
輿
図

の
各
省
図
が
撃
方
百
里
で
あ
る
以
上
、
朱
恩
本
麟
も
ま
た
同
様
で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
で
は
法
難
百
里
の
方
格
を
も

つ
そ
の
閣
は
ど
の
よ
う
な
図
形
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
広
輿

図
中
の
五
七
を
吟
味
し
つ
つ
そ
の
復
原
を
進
め
て
ゆ
こ
う
。

　
中
国
本
土
　
　
朱
思
本
図
の
図
形
を
復
原
す
る
た
め
に
は
、
広
輿

矧
の
中
に
含
ま
れ
る
雰
朱
思
本
図
的
要
素
を
排
徐
し
た
の
ち
、
諸
図

を
同
一
縮
尺
に
統
一
し
接
合
す
れ
ば
よ
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
順
序

と
し
て
は
、
先
ず
広
輿
図
の
主
要
部
分
を
な
す
二
直
十
三
省
の
各
図

を
一
枚
図
に
復
原
し
、
こ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
そ
の
他
の
図
を
検
討

す
る
こ
と
に
す
る
。
二
黒
十
三
省
の
各
図
の
接
合
に
際
し
て
、
海
岸

線
・
霜
界
な
ど
に
多
少
不
一
致
の
箇
所
が
発
見
さ
れ
た
が
、
全
体
と

し
て
の
図
形
を
ゆ
が
め
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
図
が
も

と
一
枚
図
の
各
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
し
め
る
に
充
分
で
あ
っ

た
（
第
一
図
参
照
）
。
　
こ
の
こ
と
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
中
国
本
土
に

関
す
る
限
り
、
広
輿
図
が
朱
思
本
図
の
図
形
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
広
輿
図
に
は
分
懇
望
以
外
に
も
中
国
本
土

の
一
部
を
描
く
九
辺
諸
図
・
挑
河
を
は
じ
め
と
す
る
諸
辺
図
・
黄
河

図
・
漕
運
図
・
海
運
図
な
ど
計
十
七
種
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
園
の

内
容
は
黄
河
の
上
流
地
方
を
除
い
て
す
べ
て
二
直
十
三
省
の
各
図
の

い
ず
れ
か
に
含
ま
れ
る
地
方
で
あ
っ
て
、
相
互
に
比
較
し
て
み
る
と

図
形
の
基
本
的
な
部
分
に
お
い
て
甘
ん
ど
一
致
す
る
。
例
え
ば
遼
東

半
島
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
れ
を
描
く
山
東
輿
図
、
海
運
図
、
遼
東

辺
図
の
三
者
と
も
に
ほ
ぼ
一
致
し
た
図
形
を
示
す
。
ま
た
九
辺
諸
図

は
分
三
図
中
の
該
当
地
域
を
拡
大
し
、
許
論
の
九
辺
図
論
（
嘉
靖
＋
七

年
、
　
｝
蹴
三
八
刊
）
な
ど
を
用
い
て
増
補
す
る
。
九
辺
悩
払
湘
収
載
図
は
鮪
遼
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激思塞融興地隠1につい’ぐ（海野）

東
よ
り
長
城
西
端
に
至
る
連
続
十
丁
の
図
で
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
図

形
は
く
ず
れ
て
い
る
が
地
名
は
詳
し
く
、
広
輿
図
の
九
辺
右
図
に
そ

の
多
く
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
楡
林
転
置
の
“
君
臨
置
旧
肚
正

統
以
前
猶
守
之
”
と
い
う
註
記
は
、
許
論
九
辺
図
第
六
の
も
の
と
同

一
で
あ
り
、
同
じ
く
“
吉
黒
衣
三
部
兵
約
共
万
…
…
μ
な
る
註
記
も
、

許
論
の
團
図
第
七
に
見
え
る
も
の
の
要
約
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
地
名
や
細
部
の
図
形
に
お
い
て
、
増
補
の
跡
は
認
め

ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
十
七
種
の
図
が
図
形
の
基
本
に
お
い
て

分
省
図
と
大
き
な
差
異
を
示
さ
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
図
が
ま
た
朱

思
本
図
を
基
図
と
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
逆

に
言
え
ば
、
朱
講
本
閣
の
中
国
は
広
輿
図
に
示
さ
れ
る
「
輝
き
図
形
を

備
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
中
層
周
辺
の
諸
地
方
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。

　
中
国
周
辺
と
外
国
地
域
　
　
広
輿
図
に
収
載
さ
れ
る
図
の
う
ち
、
中

国
本
土
以
外
の
地
域
を
描
く
図
と
し
て
は
、
朝
鮮
図
、
東
南
・
西
南

両
海
夷
図
、
安
南
下
、
西
域
図
、
朔
r
螺
子
の
六
種
七
丁
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
う
ち
東
欝
・
西
南
両
海
要
図
は
、
既
述
の
如
く
明
ら
か
に
李

沢
民
の
声
教
広
被
図
に
拠
っ
た
も
の
で
、
再
思
本
図
と
は
直
接
関
係

が
な
い
と
書
ぞ
煽
・
そ
こ
で
残
茜
種
の
図
に
つ
い
て
毒
す

れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
先
ず
朝
鮮
図
を
取
上
げ
る
と
、
こ
の
図

に
は
毎
方
百
里
の
画
格
が
記
入
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
図
形
は
甚

だ
杜
撰
と
誉
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
屈
曲
の
少
な
い
西
海
岸
と
二

大
鰻
、
入
の
あ
る
東
海
岸
と
は
印
象
的
で
あ
る
。
広
輿
図
編
纂
当
時
讃

詞
先
が
参
照
し
得
た
と
思
わ
れ
る
「
新
藻
岩
圏
輿
地
高
覧
」
（
朝
鮮
中

宗
エ
＋
五
年
、
一
五
三
｛
鷲
）
の
朝
鮮
図
の
整
っ
た
閣
形
と
は
比
ぶ
べ
く

も
な
い
。
し
か
し
鴨
緑
江
を
白
山
（
白
頭
由
）
か
ら
西
南
流
す
る
よ

う
に
描
く
点
は
、
そ
れ
を
全
く
爾
流
さ
せ
て
い
る
新
増
東
園
颪
ハ
地
勝

覧
の
図
や
前
述
の
混
一
出
演
歴
代
園
芝
之
図
よ
り
実
際
に
近
い
。

そ
し
て
こ
れ
は
大
元
一
統
志
の
、

　
今
考
、
其
叢
薄
一
一
於
長
白
山
ハ
醸
南
流
、
経
一
【
故
婆
速
府
吏
南
↓
入
　
於
海
浦

　
（
恥
違
陽
行
雀
、
鴨
無
涯
の
条
）

と
い
う
記
載
と
｛
致
す
る
。
従
っ
て
鴨
緑
江
に
関
し
て
は
朝
鮮
側
の

資
料
よ
り
も
中
国
側
の
資
料
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
図

中
の
地
名
を
検
す
る
と
、
　
中
宗
二
十
一
年
（
一
五
二
七
）
に
羅
か
れ

た
水
原
郡
、
　
明
宗
四
年
（
一
胤
糊
九
）
に
清
胆
道
と
改
称
さ
れ
た
忠

清
道
お
よ
び
同
年
惟
新
県
と
改
め
ら
れ
た
忠
州
を
そ
れ
ぞ
れ
旧
に
よ

り
記
し
て
い
る
か
ら
、
一
五
二
七
～
四
九
年
の
閥
の
資
料
に
基
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
も
の
と
幸
わ
れ
る
。
こ
の
年
代
は
広
輿
偶
が
編
纂
さ
れ
た
第
七
に
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当
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
名
は
羅
洪
先
に
よ
っ
て
記
入
さ
れ
た
と
し

て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
北
部
に
は
元
代
の
地
名
で
あ
る
合
閾
が
記

　
　
　
　
　
［
忽

入
さ
れ
る
ぽ
か
亨
鴨
緑
江
付
近
の
地
名
や
図
形
が
海
運
図
や
遼
東
辺

図
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
従
っ
て
朝
鮮
図
は
羅
山
車
が
新
た
に

加
え
た
も
の
で
は
な
く
、
朱
思
本
図
の
そ
れ
を
あ
る
程
度
踏
襲
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
朱
思
本
図
に
は
朝
鮮
半
島
の
爾
半
分
が

描
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
鰹
入
の
な
い
西
海
岸
の
輪
郭
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

阜
昌
七
年
石
刻
読
解
図
に
類
似
す
る
の
は
、
中
軸
に
お
け
る
朝
鮮
の

図
的
表
現
と
し
て
定
型
化
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
て
興
味
深
い
。

　
と
も
あ
れ
朝
鮮
図
に
お
け
る
異
様
な
東
海
岸
の
輪
郭
は
、
朱
思
本

図
の
方
格
に
魅
せ
ら
れ
た
羅
洪
先
が
平
滑
な
酒
海
岸
を
修
正
す
る
こ

と
な
し
に
、
方
格
に
基
づ
い
て
爾
余
の
部
分
を
書
き
足
し
た
結
果
と

解
釈
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
岡
時
代
の
朝
鮮
製
地
図
に
も

な
い
そ
の
歪
ん
だ
図
形
が
、
本
来
図
形
を
蕉
す
べ
き
方
格
の
生
み
落

し
た
奇
型
児
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ま
こ
と
に
皮
肉
な
こ
と
と
争
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
装
着
本
図
に
お
け
る
朝
鮮
の
描
出
範
臨
に
つ
い
て
、

フ
ッ
ク
ス
博
士
は
特
に
具
体
的
根
拠
を
示
さ
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
全

体
が
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
図
示

限
界
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
安
画
図
は
そ
の
内
容
を
検
す
る
と
、
東
都
（
ハ
ノ
イ
）
を
中
心
と

す
る
ト
ソ
キ
ソ
地
方
の
図
形
は
か
な
り
整
っ
て
、
は
い
る
が
、
　
西
都

〔
現
タ
ニ
ュ
ホ
ァ
の
御
蒲
）
以
南
は
距
離
・
方
角
と
も
に
誤
り
が
甚
し

い
。
例
え
ば
東
都
の
菓
南
方
に
あ
る
べ
き
順
化
（
フ
ェ
）
・
広
爾
（
ク

ワ
ン
ナ
ム
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
西
爾
方
に
描
か
れ
る
。
地
名
は
明
の

版
図
で
あ
っ
た
宣
徳
二
年
（
一
闘
二
七
）
以
前
の
も
の
を
主
と
し
、

多
少
そ
の
後
の
改
舗
を
も
記
入
す
る
。
広
輿
図
に
載
せ
る
宣
徳
二
年

の
行
政
区
画
関
係
の
記
述
は
、
大
明
一
統
志
の
そ
れ
と
一
致
す
る
の

で
そ
れ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
但
し
大
明
一
統

志
に
は
安
南
図
が
な
い
か
ら
、
図
形
に
関
し
て
は
駐
輪
本
図
を
踏
襲

し
た
こ
と
が
一
応
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
中
園
魍
境
付
近
が
安
愚

図
と
広
西
・
雲
南
…
両
図
と
で
一
致
し
な
い
。
例
え
ば
安
南
図
に
お
い

て
は
、
雲
南
劣
離
塁
か
ら
そ
の
東
方
に
あ
た
る
広
東
雀
欽
州
ま
で
が

毎
方
蒼
黒
の
方
書
に
し
て
十
六
即
ち
干
六
薪
婁
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

雲
南
・
広
西
・
広
東
ご
一
省
の
図
を
接
合
し
た
場
禽
（
第
一
図
参
照
）
は

そ
れ
が
千
百
里
に
過
ぎ
な
い
。
安
港
図
の
図
形
は
全
体
に
東
薄
方
向

に
忍
び
て
お
り
、
方
響
や
地
名
を
雲
南
省
境
に
含
致
さ
せ
よ
う
と
す

る
と
、
海
岸
線
が
海
南
島
内
を
過
ぎ
る
と
い
う
矛
盾
が
お
こ
る
。
こ
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の
よ
う
な
点
か
ら
見
て
、
安
蓄
髪
は
朱
思
本
図
の
安
南
を
独
立
さ
せ
、

た
も
の
で
は
な
く
、
欝
欝
先
に
よ
っ
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
だ
け
の
根
拠
か
ら
、
朱
思
本
図

に
安
南
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

後
述
す
る
如
く
朱
思
本
図
の
ス
ペ
…
ス
か
ら
考
え
て
、
肉
南
は
そ
の

一
部
に
せ
よ
包
含
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は

フ
ヅ
ク
ス
博
士
も
番
わ
れ
る
よ
う
に
、
広
輿
図
の
安
南
図
ほ
ど
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
も
の
で
は
な
く
、
図
形
も
多
少
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
西
域
図
は
図
の
右
方
に
描
か
れ
る
黄
河
河
源
お
よ
び
緯
圏
西
部
辺

境
が
、
黄
河
図
や
酒
部
諸
省
図
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
、
詩
思
本
図

の
一
部
分
を
分
割
し
た
も
の
の
如
く
見
え
る
が
、
縦
横
二
十
目
を
算

え
る
毎
方
五
百
璽
の
気
格
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
全
く
別
の
資
料
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
図
は
中
国
全
土
を
包
含
す
る

輿
地
総
図
と
ほ
ぼ
同
じ
広
さ
の
範
照
を
描
い
て
お
り
、
も
し
朱
思
本

図
に
こ
う
し
た
西
域
が
描
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
漠
北
や
南
海
を

広
範
闘
に
包
含
し
な
い
限
り
、
　
“
長
広
七
尺
”
と
書
う
正
方
形
ま
た

は
そ
れ
に
近
い
外
形
と
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
後
述
す
る
如
く
朱

思
本
は
そ
の
図
に
砂
漠
の
罵
声
や
棄
爾
海
上
の
異
域
を
省
略
し
た
と

言
っ
て
い
る
。
広
輿
図
の
西
域
が
そ
の
図
と
関
係
な
い
こ
と
は
、
こ

の
点
か
ら
も
肯
け
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
爾
域
地
名
は
一
部
明
代
の
も

の
を
除
け
ば
、
唐
の
道
豊
の
「
釈
迦
方
志
」
遺
跡
篇
に
記
す
も
の
に
隈

ら
れ
、
元
代
地
名
は
全
く
見
当
ち
な
い
。
同
書
の
地
名
に
は
方
角
・

距
離
が
詳
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
一
定
の
方
格
の
中
に
そ
れ
ら
の
地

名
を
記
入
し
て
地
図
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
σ
要
す
る
に
朱
思
本

図
は
西
域
図
に
門
見
る
よ
・
つ
な
図
形
㎝
は
勿
孤
醐
、
広
山
人
な
中
央
ア
ジ
ア
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

イ
ン
ド
地
方
そ
の
も
の
も
含
ん
で
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
・
チ
。

　
朔
漠
図
は
満
州
か
ら
漠
北
に
及
ぶ
東
西
に
長
い
地
域
を
内
容
と
し
、

そ
の
方
格
は
野
方
二
百
里
に
描
か
れ
、
東
西
八
十
獄
、
南
北
四
十
目

を
算
え
る
。
そ
の
下
方
は
中
国
北
部
諸
智
将
の
一
部
と
も
重
複
す
る

の
で
、
方
格
に
従
っ
で
図
形
を
接
合
さ
せ
る
と
、
朔
漠
図
と
広
郷
賞

品
の
隣
接
地
域
図
と
で
は
殆
ん
ど
翻
製
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の

こ
と
は
一
応
こ
の
図
が
朱
鷺
本
図
に
拠
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ

ろ
う
。
　
一
方
地
名
に
は
明
ら
か
に
羅
洪
先
の
増
補
と
見
ら
れ
る
明
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濁
・

成
祖
永
楽
帝
の
北
征
関
係
地
名
が
含
ま
れ
る
が
、
満
州
の
七
三
・
開

元
、
総
督
の
和
寧
・
斡
難
（
9
影
β
）
河
・
旺
吉
（
○
譲
5
河
を
は
じ

め
と
し
て
元
代
の
も
の
が
多
い
。
殊
に
和
寧
に
関
す
る
図
中
の
註
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

は
、
内
藤
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
朱
思
本
の
貞
一
斎
雑
著
に
収

め
る
和
賢
士
の
文
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
さ
て
貞
一
斎
雑
著
巻
一
に
は
、
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既
に
薫
風
し
た
輿
地
帰
巣
に
続
い
て
北
海
釈
・
禰
寧
釈
駆
八
番
釈
・

雷
魚
釈
な
る
短
文
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
も
と
有
田
本
図
中
の
註
記

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
何
故
な
ら
八
番
釈
・
両
江
釈
の
末
尾
は
と
も
に
、

1
1
地
窄
、
爾
名
狼
多
、
菟
得
潜
門
”
と
結
ん
で
あ
り
、
多
数
の
州
県
が

置
か
れ
て
い
た
貴
州
、
南
都
や
広
闘
繭
部
の
こ
れ
ら
両
地
方
の
箇
所
に

地
名
が
充
分
記
入
で
き
な
か
っ
た
た
め
の
註
記
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
恐
ら
く
図
の
余
白
を
利
用
し
て
こ
う
し
た
註
記
が
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
北
海
釈
に
は
朱
思
本
図
の
図
形
を
示
唆

す
る
注
織
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
今
考
、
夫
大
悟
以
北
、
金
山
之
東
、
水
皆
北
流
、
赴
晶
大
沢
中
詔
（
中
酪
）
金

　
山
之
西
、
水
皆
西
流
、
経
篇
諸
藩
絶
域
嚇
威
会
　
於
隣
二
一
云
、

と
あ
り
、
漠
北
の
淘
川
が
金
山
（
ア
ル
タ
イ
山
脈
）
の
東
と
酉
で
流
れ

の
方
向
を
異
に
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
　
へ
歯
群
漠
麟
は
金
山
集
方
の

地
域
を
内
容
と
し
て
お
り
、
河
川
は
い
ず
れ
も
東
北
流
す
る
如
く
描

か
れ
る
。
こ
れ
を
漠
北
の
河
川
が
東
流
す
る
如
く
描
《
混
一
蔚
理
歴

代
国
都
之
図
に
比
ぶ
れ
ば
、
北
流
と
東
北
流
と
の
違
い
が
あ
る
に
し

て
も
、
朔
漠
図
の
表
現
が
朱
思
慮
の
知
識
に
か
な
り
近
い
こ
と
を
示

　
　
　
　
⑳

す
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
考
え
る
と
、
朔
無
下
に
は
羅
声
先
に
よ
る
増
補

が
か
な
り
含
ま
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
．
半
漁
朱
思
本
行
的
要
素
が

残
存
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
朱
宮
本
は
輿
地

図
序
に
お
い
て
、
臼
作
の
図
に
示
し
た
範
囲
に
関
し
、

　
盗
レ
若
昌
淑
海
之
來
南
、
沙
漠
之
西
北
、
諸
番
異
域
ハ
難
　
朝
貢
時
論
↓
而

　
遼
絶
筆
稽
、
霞
レ
之
春
既
不
レ
能
レ
詳
、
詳
鷺
又
未
轟
必
可
》
信
、
故
於
轟
斯
類
一

　
姑
用
二
闘
如
記
　
（
貞
㎝
斎
雑
著
巻
じ

と
述
べ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
砂
漠
の
西
北
は
全
く
除
外
し
た
か
に
見

え
る
が
、
書
斎
の
比
重
は
諸
行
異
域
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
東

南
海
上
や
砂
漠
礪
北
な
ど
の
異
邦
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
和
寧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
元
初
の
都
で
、
の
ち
磁
北
行
省
の
諸
所
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
周
時

代
の
中
園
全
図
に
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
む
し
ろ
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
．
だ
が
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
朔
漠
図
の
描
出
範

囲
が
そ
の
ま
ま
朱
思
本
図
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
も
検
討
ナ
、
○
が
、
羅
磁
北
の
増
補
と
見
ら
れ

る
部
分
を
除
け
ば
、
確
か
に
こ
の
図
の
内
容
は
空
虚
で
あ
る
。
既
述

の
幽
く
羅
洪
先
が
稿
本
に
お
い
て
朔
漠
図
を
一
丁
の
図
帳
に
納
め
よ

う
と
し
た
の
も
、
恐
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
潜
力
二
百
里

の
方
格
に
維
小
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
朔
漠
図
は
各
省
麟
に
比

べ
て
記
載
内
容
に
乏
し
い
。
殊
に
図
の
上
半
は
地
図
と
し
て
の
意
味
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が
な
い
と
言
っ
て
よ
い
、
資
料
の
鶴
い
鼠

ま
に
図
幅
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め

に
補
わ
れ
た
感
が
深
い
。
朱
思
本
図
に
は

多
分
こ
の
部
分
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
広
輿
図
の
外
冠
諸
等
を
検
討
し
た

結
果
を
ま
と
め
る
と
、
明
ら
か
に
非
朱
思

本
図
的
で
あ
る
と
判
定
で
き
る
も
の
と
、

一
応
朱
思
本
図
に
拠
り
な
が
ら
こ
れ
を
補

訂
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
と
に
分
れ
る
。

東
南
・
西
南
両
海
線
図
、
西
域
図
、
安
南

図
は
前
者
に
属
し
、
朝
鮮
図
、
朔
漠
図
は

後
者
に
属
す
る
。
従
っ
て
接
合
し
た
二
二

十
三
省
図
に
、
朝
鮮
、
朔
漠
両
図
の
朱
思

本
図
的
要
素
を
加
え
る
な
ら
ば
、
朱
思
本

図
の
原
形
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
次
に
そ
の
図
が
包
含
し
て
い
た
地
域

の
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
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描
出
範
翻
・
朱
思
本
図
が
描
き
出
し
て
い
た
地
域
的
な
手
懸
に

つ
い
て
は
、
前
掲
の
そ
れ
に
関
す
る
彼
の
言
明
に
よ
っ
て
、
凡
そ
の

見
当
が
与
え
ら
れ
る
。
南
海
や
漠
北
の
異
域
は
、
資
料
の
不
備
か
ら

こ
れ
を
闘
如
し
た
と
言
う
。
そ
れ
は
計
里
画
方
の
法
に
則
り
地
図
の

正
確
さ
を
期
し
た
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
作
図
態
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
朱
思
本
図
の
主
題
が
中
国
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
事
実
広
輿
図
中
の
諸
図
を
検
討
し
た
結

果
も
こ
れ
を
裏
付
け
る
。
し
か
し
そ
の
図
が
表
現
し
た
四
方
の
限
界

に
つ
い
て
の
推
定
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
有

力
な
手
掛
り
と
な
る
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
広
輿
図
の
輿
地
藪
下
で
あ
る

（
第
四
図
参
照
）
。
巻
初
に
澱
か
れ
る
こ
の
図
は
、
そ
れ
に
続
く
分
域
図

の
総
括
図
と
し
て
広
輿
図
中
の
諸
図
に
示
さ
れ
た
地
域
を
包
含
し
て

然
る
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
描
示
す
る
範
照
は
中
国
と

そ
の
周
辺
、
す
な
わ
ち
元
代
の
行
省
管
轄
地
域
に
限
ら
れ
る
と
言
え

よ
う
。
東
南
∵
西
南
両
海
夷
図
は
も
と
よ
り
西
域
図
の
描
く
地
域
も

全
く
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
朝
鮮
ど
安
南
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
一
部

が
、
破
墨
は
朔
盗
心
の
ほ
ぼ
下
半
が
描
か
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
図
形

は
全
体
に
粗
略
で
は
あ
る
が
、
分
域
図
の
そ
れ
の
簡
略
化
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
．
毎
方
五
百
里
の
方
格
の
臼
が
、
縦
十

八
横
十
九
で
あ
る
か
ら
、
大
体
正
方
形
に
近
く
、
朱
思
本
閣
の
〃
長

広
七
尺
μ
と
い
う
形
を
思
わ
せ
る
。
図
中
の
地
名
も
、
図
の
右
上
に

あ
た
っ
て
合
覇
府
・
耳
元
・
泰
寧
，
左
下
に
あ
た
っ
て
遥
遠
・
善
光
・

通
西
な
ど
、
元
代
に
の
み
設
計
さ
れ
た
路
名
を
記
入
す
る
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
函
が
朱
思
本
図
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て

い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
い
な
こ
の
図
こ
そ
羅
洪
先
に
よ
っ

て
縮
小
簡
略
化
さ
れ
た
朱
欄
本
図
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
図
形
の
正
確

と
い
う
点
で
そ
の
図
に
全
幅
の
信
頼
を
置
い
た
羅
洪
先
が
、
そ
の
全

図
を
巻
初
に
掲
げ
た
と
し
て
も
、
何
ら
異
と
す
る
に
足
り
な
い
で
あ

ろ
う
。
　
〃
輿
地
総
図
”
な
る
図
題
の
命
名
に
さ
え
、
下
思
本
の
1
1
輿

地
図
”
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
に
せ
よ
東
南
・
西
南
両
海
国
図
や
西
域
図
の
広
大
な
異
域
が
、

そ
の
部
分
す
ら
も
図
上
に
現
わ
れ
な
い
の
も
そ
れ
を
梅
語
る
で
あ
ろ

う
。
勿
論
輿
地
髄
質
が
朱
思
本
図
の
輪
郭
を
踏
襲
し
て
い
る
と
し
て

も
、
羅
属
籍
の
取
捨
を
経
て
い
る
以
上
、
細
部
に
つ
い
て
は
検
討
を

要
す
る
。
図
形
だ
け
で
な
く
方
格
の
雄
略
化
に
お
い
て
も
原
図
に
ど

の
程
度
忠
実
で
あ
っ
た
か
間
題
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
方
格
・
描

嵐
範
囲
に
関
し
て
は
、
分
域
図
と
比
較
し
つ
つ
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
。
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象駄の卿姻について儒墜駒

　
先
ず
東
方
の
限
界
は
ど
の
辺
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
朔
素
図
の
右
下

に
示
さ
れ
る
満
州
の
地
理
的
知
識
の
中
に
は
、
青
山
博
±
の
指
摘
の

獅
く
大
明
一
統
志
と
一
致
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
羅
洪
先

に
よ
る
増
補
も
か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
既
述
の
如
く
元

代
の
地
名
も
多
く
、
殊
に
輿
地
総
図
で
は
元
代
地
名
の
み
と
言
え
る

ほ
ど
で
、
朔
点
図
ほ
ど
詳
細
で
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
部
分
が
警
告

本
図
に
全
然
な
か
っ
た
と
は
需
え
ま
い
。
大
明
一
統
志
で
も
こ
の
地

方
を
外
夷
の
地
と
し
て
扱
う
よ
う
に
、
明
代
で
は
二
直
十
三
省
の
管

轄
外
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
元
代
に
は
遼
陽
行
省
の
管
轄
区
域

と
し
て
、
元
代
中
国
の
一
部
を
形
成
し
て
い
た
。
高
位
の
道
士
と
し

て
天
子
の
信
任
を
受
け
中
央
に
串
繁
し
た
朱
思
本
が
、
そ
の
中
国
全

図
に
そ
う
し
た
地
域
を
除
外
す
る
筈
は
な
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
朱
思

本
鴎
の
右
端
は
朔
試
図
の
右
端
と
同
様
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

朔
漠
図
の
描
く
東
西
八
評
言
の
範
囲
は
、
東
西
九
千
五
百
里
に
及
ぶ

輿
地
当
馬
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
西
方
の
部
分
千
五
百
黒
を
欠
く
。

こ
れ
は
丁
丁
先
が
朱
思
本
図
の
右
端
か
ら
毎
方
卵
黄
の
方
格
八
十
目

ま
．
で
を
取
っ
て
朔
漠
図
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
定
に
誤
り

な
け
れ
ば
、
朝
鮮
半
島
は
第
一
図
に
晃
る
よ
う
に
、
高
麗
の
首
府
開

城
を
含
む
西
半
分
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
西
方
の
図
上
限
界
の
検
討
に
移
ろ
う
。
第
一
図
で
も
見
当
が

つ
く
よ
う
に
、
西
方
の
限
界
を
決
め
る
手
掛
り
は
雲
南
の
酋
部
省
境

地
方
で
あ
る
。
雲
南
図
で
は
翻
心
（
元
代
の
雲
遠
路
）
・
可
難
・
蒙
索

飼
・
江
頭
城
な
ど
を
限
界
と
す
る
の
に
対
し
て
、
輿
地
総
図
・
西
域

図
・
西
南
海
雲
図
は
こ
れ
ら
よ
り
や
や
西
方
に
あ
た
る
蒙
光
・
．
通
西

を
も
記
入
す
る
。
蒙
光
・
通
西
は
明
代
に
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
ビ
ル

畔・

窓
ｫ
地
方
に
お
け
る
元
代
の
蒙
光
路
軍
民
府
な
ら
び
に
通
西
軍
民

総
管
路
の
甲
所
で
あ
る
。
そ
し
て
羅
洪
先
が
資
料
と
し
た
大
明
一
統

志
に
も
こ
れ
ら
の
地
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
朱
思
本
図
を

踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
輿
地
総
図
そ
の
他
か
ら
考
え
て
、

こ
の
付
近
の
地
名
は
必
ず
し
も
正
確
な
位
置
に
記
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
い
ま
図
形
的
に
儒
頼
の
縫
け
る
雲
南

図
の
左
端
を
朱
思
本
図
の
國
端
と
す
れ
ば
、
東
餌
九
千
里
に
亙
り
、

毎
方
骨
里
の
鼻
革
に
す
れ
ば
九
十
目
と
な
る
。
一
方
輿
地
総
出
で
は

こ
れ
が
九
千
五
百
里
と
な
っ
て
お
り
、
蒙
光
・
通
西
を
も
含
ん
で
い

る
。
従
っ
て
朱
黒
本
図
は
左
端
が
雲
南
園
幅
の
網
端
よ
り
一
～
二
目

多
く
、
図
全
体
と
し
て
は
左
右
九
十
一
～
九
十
二
目
程
度
で
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
・
。
　
　
　
　
　
　
　
陶

　
南
方
の
図
上
限
界
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
輿
地
総
麟
に
つ
い
　
9
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て
見
る
と
、
最
下
段
の
斜
格
に
は
雲
甫
を
南
下
し
た
河
爪
が
延
長
さ

れ
ず
、
地
名
も
全
然
記
入
さ
れ
な
い
。
か
り
に
こ
の
一
段
を
削
除
し

て
も
、
海
南
島
は
完
全
に
残
っ
て
お
り
図
形
に
は
影
響
が
な
い
。
従

っ
て
図
幅
の
体
裁
上
付
加
さ
れ
た
一
段
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
し

か
も
雲
南
図
の
下
端
の
方
格
線
は
海
南
島
の
ほ
ぼ
二
目
下
を
通
過
し
、

輿
地
総
図
に
お
け
る
下
端
五
百
盤
を
画
す
る
東
薇
線
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
黙
思
本
図
の
下
端
は
、
ほ
ぼ

雲
南
図
の
そ
れ
に
近
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
雲
南
図
で
は
寄
客
（
サ

ル
ウ
ィ
ー
ン
川
）
と
、
麓
川
江
・
大
極
江
（
と
も
に
イ
ラ
ワ
ジ
川
上
流
）

な
ど
の
合
流
河
川
と
が
二
本
の
ま
ま
で
終
る
が
、
輿
地
総
髪
で
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輩
Ω
・

れ
ら
が
更
に
合
流
し
て
一
本
と
な
る
と
こ
ろ
ま
で
描
か
れ
る
。
従
っ

て
朱
思
本
図
は
雲
南
図
の
範
囲
よ
り
多
少
南
方
へ
及
ん
で
い
た
か
も

知
れ
な
い
。
第
一
図
で
は
そ
れ
を
考
慮
し
て
雲
南
図
下
端
よ
り
一
h

へ
百
撒
）
だ
け
増
し
て
あ
る
。
　
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
朱
思
本
図
の
総
革

と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
隔
た
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

と
す
れ
ば
安
南
は
確
か
に
そ
の
北
半
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
既
述
の

如
く
広
輿
図
の
安
南
図
と
図
形
的
に
同
じ
も
の
が
描
か
れ
て
い
た
の

で
は
な
く
、
雲
画
図
の
右
下
部
や
輿
地
総
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

沙
勒
江
（
ソ
ン
コ
イ
川
）
と
蘭
黒
糖
（
メ
コ
ン
川
）
が
ほ
ぼ
平
行
し
て

海
に
注
ぐ
程
度
の
簡
単
な
図
形
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
最
後
に
北
方
の
限
界
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
朱
思
本
図

の
上
部
を
独
立
さ
せ
増
補
し
た
と
考
え
ら
れ
る
朔
漠
図
は
全
体
に
散

漫
な
図
形
を
示
す
が
、
特
に
そ
の
上
半
は
地
図
と
し
て
の
体
裁
を
欠

く
ほ
ど
内
容
が
空
虚
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
省
い
て
い
る
輿
地
総
図

は
、
恐
ら
く
朱
思
本
図
の
描
出
範
囲
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
和
子
を
含
む
朔
漠
図
の
中
央
部
三
賀
が
長
髪
本
図
の
描
く

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
い
ま
こ

れ
を
肯
定
し
て
輿
地
肉
畜
と
ほ
ぼ
同
じ
上
限
を
朔
漠
図
に
求
め
、
第

一
図
に
お
い
て
譲
南
図
の
下
端
ま
で
の
百
里
異
格
を
数
え
る
と
八
十

九
目
と
な
る
。
も
し
雲
南
図
の
下
方
に
一
丁
加
え
た
も
の
が
黙
思
本

図
の
下
限
だ
と
す
れ
ば
九
十
目
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
さ
き
に
推
定
し

た
如
く
熟
思
本
図
の
東
西
は
百
里
方
格
九
十
一
～
二
郎
で
あ
る
。
正

方
形
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
方
形
で
あ
っ
た
こ
の
図
の
縦
横
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
数
字
は
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
断
割
本
図
の

北
方
限
界
は
ま
さ
し
く
輿
地
総
図
に
示
さ
れ
る
如
き
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
推
定
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
女
早
本
圃
の
描
出
風
早
は
東

西
九
干
水
里
～
九
千
二
百
璽
、
南
北
八
千
九
百
銀
～
九
モ
婁
で
あ
っ
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た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
輿
地
総
論
の
東
西
九
千
五
百
璽
、
南
北
九

千
里
に
比
べ
る
と
、
東
琴
が
や
や
短
く
し
か
も
半
端
な
数
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
輿
地
総
図
が
毎
方
五
百
里
の
方
格
に
過
不
足
な
く
合

致
す
る
よ
う
作
図
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
朱
鷺
本
図
の
東
西
∴
用

北
が
こ
の
よ
う
に
五
百
里
の
倍
数
で
あ
っ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
．

何
故
な
ら
前
掲
の
阜
呂
石
刻
瓜
跳
図
で
も
里
方
平
削
の
方
格
が
縦
七

十
三
、
横
七
十
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
し
も
五
や
十
の
頭
数
と
は
限

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
縮
尺
　
　
こ
の
よ
う
に
朱
墨
本
図
の
東
西
・
南
北
の
実
．
際
の
長
さ

が
わ
か
れ
ば
、
縦
横
七
尺
と
い
う
図
の
大
き
さ
か
ら
、
縮
尺
は
お
の

ず
か
ら
明
ち
か
と
な
ろ
う
。
中
囮
で
の
伝
統
的
な
縮
尺
の
表
示
法
は

一
寸
百
里
と
い
う
よ
う
に
図
上
距
離
と
実
地
距
離
を
併
記
す
る
文
字

式
で
あ
る
か
ら
、
方
格
の
目
数
．
で
も
っ
て
七
尺
を
割
れ
ば
よ
い
．
勿

論
“
長
広
七
尺
π
と
い
う
表
現
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
な
も
の
で
な
か
ろ

う
か
ら
、
そ
の
結
果
に
端
数
が
付
か
滋
よ
う
に
す
る
と
、
八
分
と
い

う
数
字
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
朱
思
本
図
の
縮
尺
は
八
分
百
毘

（
二
二
五
万
分
の
こ
で
あ
り
、
そ
の
大
き
さ
は
縦
七
尺
一
寸
二
分
～
七

尺
二
寸
、
横
七
尺
二
寸
八
分
～
七
尺
三
寸
六
分
だ
っ
た
こ
と
一
．
一
な
る
．

　
と
こ
ろ
で
中
園
地
図
学
史
上
特
筆
大
底
さ
れ
る
三
世
紀
の
裟
秀
の

「
地
域
方
丈
図
」
や
癬
の
賛
耽
の
「
海
内
華
夷
弓
」
（
八
〇
一
年
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

縮
尺
は
一
寸
百
塁
（
一
八
○
万
分
の
ご
で
あ
っ
た
。
古
今
の
地
誌
や

地
図
を
渉
猟
し
た
選
者
本
が
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
筈
は
な
か
ろ
う
。

作
図
上
で
も
便
利
な
一
寸
百
里
と
い
う
縮
尺
を
用
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
で
は
こ
こ
に
得
ら
れ
た
八
分
百
世
な
る
縮
尺
を
如
何
に
解

す
べ
き
か
。
朱
思
本
図
の
完
成
か
ら
広
輿
図
の
編
纂
ま
で
二
百
年
以

上
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
。
羅
洪
先
の
見
た
朱
思
本
土
は
原
本
で

は
な
く
模
写
本
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
模
写
本
は
原
図
を
や

や
繍
め
て
八
分
百
里
の
縮
尺
に
改
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
黄
河
富
源
　
　
と
こ
ろ
で
未
だ
検
討
を
加
え
な
か
っ
た
図
に
黄
河

図
第
一
謡
が
あ
る
、
黄
河
図
第
一
第
二
は
黄
河
の
三
門
峡
以
東
の
河
道

を
図
示
し
て
3
3
り
、
黄
河
を
含
む
各
省
図
と
一
致
す
る
か
ら
問
題
は

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
第
三
は
撮
宿
海
に
発
す
る
黄
河
の
上
流
部
を

含
ん
で
い
て
、
方
格
も
第
一
第
二
の
硝
薬
百
里
と
は
異
な
り
勝
方
二

喜
婁
と
な
っ
て
い
る
。
西
寧
の
南
方
“
番
名
昌
亦
．
耳
無
学
莫
刺
万
と

記
さ
れ
る
山
地
付
近
で
大
き
く
S
字
型
に
曲
流
す
る
黄
河
の
表
現
は

か
な
り
実
際
に
近
い
．
ま
た
星
宿
海
に
接
す
る
瓢
箪
型
の
“
右
脳
児
”

（
附
刺
脳
児
の
誤
）
、
数
本
に
分
流
し
た
の
ち
合
し
て
一
本
の
流
れ
と
な

る
〃
也
孫
斡
論
”
（
訳
言
九
渡
　
　
元
史
地
理
志
素
図
付
録
）
の
部
分
も
ま
た
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わ
れ
わ
れ
の
眼
を
ひ
く
表
現
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
河
源
知
識
は
果

し
て
朱
思
本
図
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
河
芸
知
識
は
、
明
ら
か
に
至
元
十
七
年
（
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

八
○
）
花
実
の
探
検
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　
羅
率
先
も

そ
れ
に
関
す
る
元
史
地
理
志
河
源
の
記
事
を
図
の
余
白
に
要
約
し
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
け
て
、

　
朱
思
本
姓
名
、
因
＝
河
源
記
一
始
伝
、
其
為
レ
図
与
レ
所
レ
記
、
由
水
道
羅
不
レ

　
少
差
姓
、
特
存
レ
之
、
帯
代
一
輪
軒
之
対
④

と
述
べ
、
黄
河
図
を
掲
げ
た
理
由
を
説
明
す
る
。
元
史
地
理
志
河
源

付
録
に
よ
れ
ば
、
都
実
の
探
検
結
果
を
記
録
し
た
も
の
に
、
播
鼻
轡

の
『
河
源
志
』
と
朱
思
本
の
撰
述
と
が
あ
り
、
両
者
は
互
い
に
詳
略

が
あ
る
と
言
う
。
幸
い
前
者
は
元
の
陶
宗
儀
の
『
綴
型
録
』
（
至
正

二
十
六
年
、
一
三
六
六
）
に
何
九
思
の
序
お
よ
び
地
図
を
付
し
た
完
全

な
も
の
が
収
め
ら
れ
る
の
で
内
容
を
知
δ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に

反
し
て
朱
思
本
の
河
旧
記
は
、
そ
の
断
片
が
元
仁
地
理
志
に
引
用
さ

れ
る
の
み
で
、
成
立
の
時
期
も
詳
ら
か
で
な
い
。

　
さ
て
播
昂
雰
の
河
源
志
は
延
祐
二
年
（
；
二
五
）
に
成
り
、
元

統
元
年
（
一
三
三
三
）
何
九
思
の
序
を
付
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
の

如
く
、
本
文
は
極
め
て
簡
略
で
、
地
図
も
星
宿
海
に
発
す
る
黄
河
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樋

臨
桃
付
近
ま
で
描
く
が
そ
れ
ほ
ど
精
密
で
は
な
い
。
延
祐
二
年
（
一

三
一
五
）
と
言
え
ば
、
十
年
に
亙
る
朱
思
本
図
の
作
成
期
聞
至
大
四

年
（
一
三
＝
）
～
延
祐
七
年
（
；
三
〇
）
の
了
度
半
ば
に
あ
た
る
。

朱
思
本
は
河
源
地
方
を
描
く
た
め
に
恐
ら
く
こ
の
書
を
見
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
方
位
距
離
を
明
確
に
示
さ
な
い
そ
の
本
文
お
よ
び
粗
略

な
付
図
は
、
作
図
の
資
料
と
し
て
満
足
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
彼
は
よ
り
詳
細
な
都
実
の
探
検
報
告
を
探
じ
求
め
、
そ
れ
を

入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
元
史
地
理
志
河
源
付
録
に
、

　
臨
川
魚
籠
本
、
又
従
　
八
里
黙
思
家
一
得
　
帝
師
所
レ
蔵
梵
字
図
赴
塁
而
書
毛

　
　
　
　
　
鱒

　
華
文
一
訳
レ
之
。

と
あ
る
の
は
そ
の
間
の
事
情
を
伝
え
る
も
、
の
で
あ
ろ
う
。
元
城
地
理

志
に
引
用
さ
れ
る
朱
翼
壁
の
河
源
記
の
文
が
、
方
位
距
離
を
詳
細
に

記
し
、
満
昂
雰
の
そ
れ
に
比
べ
て
遙
か
に
詳
細
で
あ
る
の
も
そ
の
故

に
ほ
か
な
る
ま
い
。
言
う
な
ら
ば
朱
鼠
毛
の
魚
鋤
記
成
立
の
契
機
は
、

彼
の
輿
地
圏
作
成
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
灌
昂
雰
の
河
源
志
に
河
毛
馬
が
付
載
さ
れ
る
よ
う
に
、
朱
思
本
の

塞
源
記
に
も
地
図
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
“
講
師
所
レ
蔵
梵
字
図
書
”

と
い
う
元
史
の
記
述
も
そ
れ
を
支
持
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
羅

鼻
先
が
そ
の
黄
河
図
に
記
し
た
前
掲
文
中
で
図
と
書
う
の
は
河
源
記
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朱思本の輿地図について（海野）

の
付
麟
で
は
な
く
、
記
す
る
所
と
窺
う
の
も
河
源
証
そ
の
も
の
を
指

す
の
で
は
な
か
ろ
う
。
何
故
な
ら
そ
の
河
源
に
関
す
る
記
述
が
元
史

地
理
凋
落
源
付
録
を
一
歩
も
撮
ず
、
一
思
本
の
河
撮
記
そ
の
も
の
を

参
照
し
た
形
跡
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の

麟
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
朱
思
本
の
輿
地
図
で
あ
り
、
そ
の
記
す
る

所
と
い
う
の
は
元
史
地
理
志
に
引
用
さ
れ
る
朱
蟹
玉
の
記
述
乏
考
え

ら
れ
る
。
か
り
に
そ
れ
が
朱
合
本
の
河
源
記
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
を
も
っ
て
薩
ち
に
朱
思
本
図
に
都
実
の
も
た
ら
し
た
新
し
い
河

源
知
識
が
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
河

源
に
深
い
関
心
を
示
し
た
朱
思
本
が
そ
の
輿
地
図
に
四
十
年
前
の
都

実
の
探
検
を
無
視
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

第
ヅ
図
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
図
示
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
充
分

に
あ
っ
た
。

　
な
お
羅
洪
先
は
前
掲
の
夙
く
朱
思
事
の
記
述
と
図
と
の
間
に
差
異

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
一
つ
は
河
源
と
し
て
の
星
宿
海

の
位
置
で
あ
ろ
う
か
。
㍊
述
に
は
そ
れ
が
μ
彊
二
四
川
瓢
湖
園
部
之
正

西
ハ
三
千
余
里
、
雲
南
遡
江
宣
撫
司
爆
睡
北
、
一
千
五
蕎
藤
里
－
－
と

な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
復
原
図
（
第
一
図
）
で
は
、
馬
湖
の
西
約

二
千
里
、
麗
江
猛
毒
司
の
西
北
約
一
千
里
と
な
る
。
作
図
に
当
っ
て

三
思
本
が
そ
の
翻
訳
し
た
記
録
よ
り
も
添
付
さ
れ
て
い
た
地
図
に
従

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
黙
思
本
図
は
都
実
の
報
告

に
基
づ
く
新
し
い
河
源
知
識
を
、
は
じ
め
て
採
用
し
た
中
国
全
図
と

し
て
の
栄
誉
を
担
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
甘

粛
西
部
に
黄
河
と
ほ
ぼ
平
行
す
る
如
く
描
か
れ
る
合
黎
河
・
黒
水
は
、

禺
迩
図
の
踏
襲
か
と
思
わ
れ
る
が
、
一
般
に
地
図
が
い
か
に
古
い
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

識
を
永
く
伝
え
て
ゆ
く
か
を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
。

三
　
三
思
本
図
の
性
格
と
意
義

　
以
上
の
よ
う
に
重
て
く
る
と
、
広
輿
図
に
基
づ
い
て
復
原
し
た
第

一
閣
は
図
示
地
域
の
限
界
に
お
い
て
多
少
の
差
異
が
あ
る
と
し
て
も
、

朱
思
本
図
の
図
形
の
大
略
を
再
現
し
て
い
る
と
考
え
て
差
支
え
な
か

ろ
う
。
た
だ
省
界
お
よ
び
黄
河
下
流
の
河
道
は
、
広
輿
図
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

明
代
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
こ
の
図
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

阜
昌
石
測
禺
跡
図
と
の
図
形
約
近
似
か
ら
、
朱
底
本
の
見
た
禺
意
図

が
こ
れ
と
同
系
統
の
図
で
あ
っ
た
と
し
た
さ
き
の
推
定
は
正
し
い
で

あ
ろ
う
。
朱
豊
本
は
地
図
の
作
成
に
当
り
、
図
の
骨
將
と
し
て
禺
　

騒
を
選
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
図
は
禺
貢
関
係
の
地
名
を

主
題
と
す
る
歴
史
地
図
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
新
鮮
で
置
注
な
内
容
を
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盛
り
込
む
た
め
に
は
別
の
資
料
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
資
料
の
一
つ

が
輿
地
騒
序
に
掲
げ
ら
れ
る
混
一
六
合
郡
点
図
で
あ
る
。
こ
の
図
も

現
存
し
な
い
の
で
作
成
年
代
や
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
宋
の
陳
元

観
の
「
事
林
広
記
』
巻
二
江
北
郡
嬢
の
条
に
、

　
苫
川
賦
レ
媚
観
漏
工
A
マ
ザ
う
陥
山
人
嶋
　
期
有
一
｝
山
ハ
ム
ロ
混
一
図
在
↓
　
指
非
レ
”
腕
薦
止
。
　
（
傍
占
…
塞

　
塘
）

と
述
べ
る
六
合
混
一
図
が
そ
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
な
り
詳
細
な

内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
参
照
資
料
と
し
て

水
脈
注
・
通
訳
・
元
和
郡
県
志
・
元
豊
職
域
志
な
ど
前
代
の
地
誌
・

資
料
を
列
挙
し
て
い
る
か
ら
、
朱
思
本
は
現
勢
地
理
だ
け
で
な
く
、

沿
革
に
も
充
分
関
心
を
払
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
輿
地
図
作

成
に
先
立
つ
大
徳
元
年
三
二
九
七
、
朱
思
本
二
十
五
歳
）
、
既
存
の
統

志
の
不
備
を
嘆
じ
て
、
み
ず
か
ら
古
地
誌
を
渉
猟
し
て
「
九
三
志
」

八
十
巻
を
編
纂
し
た
精
神
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
九
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

志
の
自
序
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
況
乎
郡
国
州
県
、
自
篇
開
閣
一
以
来
、
其
問
建
鷺
沿
華
、
混
合
瓜
分
、
世
辞

　
代
殊
、
不
レ
可
渦
枚
数
鴻
所
ヨ
以
誌
轟
鰍
字
一
者
、
往
往
校
勘
少
疏
、
使
二
二
遺

　
弥
蔵
↓
思
本
篇
有
レ
概
焉
。
四
取
庶
唱
和
郡
県
志
ハ
監
理
漏
太
平
蓑
宇
、
方

　
輿
勝
覧
、
天
官
輿
地
諸
貴
詳
潴
・
後
校
紀
思
欲
輯
　
理
一
貫
三
吟
藷

　
鷺
子
之
後
謳
。

　
朱
思
本
図
が
今
地
名
だ
け
で
な
く
古
地
名
を
も
記
入
し
た
歴
史
地

図
と
し
て
の
二
闘
を
備
え
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
過
去
の

地
名
に
関
心
を
示
す
の
は
中
国
の
地
図
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
性
格
で

あ
り
、
朱
思
本
図
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
単
に

地
名
だ
け
で
な
く
、
作
図
の
精
神
・
態
度
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

　
元
代
は
言
う
ま
で
も
な
く
史
上
空
前
の
大
版
図
を
宿
し
た
時
代
で
、

人
々
の
地
理
約
視
野
は
大
き
く
亜
欧
に
拡
が
っ
た
。
そ
し
て
ギ
リ
シ

ャ
・
ロ
ー
マ
の
地
図
学
を
継
承
し
た
イ
ス
ラ
ム
地
図
学
が
中
国
へ
伝

来
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
来
住
し
た
ペ
ル
シ
ャ
人
札
馬
刺
丁
（
智
ヨ
鰹

ρ
乙
6
騨
）
が
、
至
元
四
年
（
＝
一
穴
七
）
西
域
増
配
の
一
と
し
て
、

〃
苦
来
亦
阿
児
子
－
一
　
（
囚
簑
舞
7
一
出
ぷ
ペ
ル
シ
ャ
語
で
地
球
儀
の
意
）
を

製
作
し
、
　
罰
二
十
四
年
（
一
二
八
七
）
秘
府
纂
修
地
理
分
量
監
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
記
録
は
伝
え
る
。
ま
た
現
存
の
地
図
の
中
に
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
フ
リ
カ
な
ど
イ
ス
ラ
ム
の
世
界
地
図
を
踏
襲
す
る

前
掲
の
混
一
監
理
歴
代
国
都
之
図
そ
の
他
、
イ
ス
ラ
ム
経
緯
線
地
図

に
倣
っ
た
「
元
経
世
大
典
地
頭
図
」
　
（
経
世
大
典
の
完
成
は
至
順
山
影
、

一
三
三
一
）
な
ど
、
当
時
の
地
図
文
化
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
偲
ば
せ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
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朱
思
慮
が
生
き
た
の
は
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
。
彼
の
図
に
イ

　
　
ス
ラ
ム
地
図
学
の
影
響
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
も
故
な
き
こ
と
で
は

　
　
な
％
し
か
し
既
に
明
ら
か
に
し
た
如
玄
そ
の
図
は
伝
統
的
な
方

　
　
縮
図
で
古
典
的
中
島
と
そ
の
近
隣
を
描
く
に
過
ぎ
ず
、
元
の
四
大
藩

　
　
國
の
領
土
に
さ
え
関
心
を
示
さ
な
い
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と

　
　
だ
ろ
う
か
。
彼
は
大
徳
七
年
（
一
三
〇
三
）
頃
か
ら
至
順
二
年
（
一
一
二

　
　
三
一
）
頃
ま
で
、
　
天
子
の
命
を
奉
じ
て
名
山
大
川
を
叢
る
た
め
に
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
方
に
赴
く
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
本
拠
は
大
都
に
置
い
た
と
言
わ
れ
る
。

　
　
輿
地
図
作
成
の
時
期
（
一
三
一
一
～
一
三
二
〇
）
は
ま
さ
に
こ
の
間
で

　
　
あ
り
、
天
子
の
信
任
を
受
け
た
道
士
と
し
て
の
地
位
か
ら
言
っ
て
も
、

　
　
中
央
の
各
種
機
関
が
蔵
す
る
西
方
伝
来
の
新
資
料
を
利
用
す
る
こ
と

　
　
は
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
ら
に
積
極
的
な
関
心
を

　
　
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
道
土
と
言
う
彼
の
身
分
と
無
関
係

駒葡
　
で
は
な
か
ろ
う
。
何
故
な
ら
本
来
土
俗
的
色
彩
の
強
い
道
教
に
は
、

頭
　
新
し
い
外
来
文
化
に
対
し
て
批
判
的
態
度
を
と
る
傾
向
が
あ
る
か
ら

糊
で
あ
る
藻
に
彼
の
麗
・
庭
苔
叢
は
、
・
れ
・
翌
・
た
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

駆　
　
真
教
に
比
べ
て
保
守
的
性
格
の
濃
い
一
派
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
河
源

興ゆ
　
に
対
す
る
彼
の
関
心
も
、
或
い
は
名
山
大
川
を
奮
っ
た
道
士
で
あ
る

駐朱
　
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
広
輿
図
か
ら
復
原
で
き
る
宴
曲
本
図
に
関
す

る
限
り
、
イ
ス
ラ
ム
地
図
学
の
影
響
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ

籔
統
的
な
方
格
図
法
の
再
認
識
に
お
い
て
、
小
川
琢
治
博
士
の
指
摘

の
如
く
経
緯
線
の
あ
る
イ
ス
ラ
ム
系
地
図
が
与
か
っ
た
可
能
性
を
想

定
し
得
る
が
、
今
の
段
階
で
は
否
定
的
な
要
素
が
多
い
と
言
わ
ざ
る

　
　
　
㊨

を
得
な
い
。
要
す
る
に
中
国
古
来
の
方
格
図
法
を
正
し
く
後
世
に
伝

え
た
点
、
質
実
の
も
た
ら
し
た
新
し
い
河
心
知
識
を
恐
ら
く
始
め
て

中
国
全
図
に
位
置
づ
け
た
点
に
、
こ
の
図
の
も
つ
地
図
学
史
的
意
義

が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

結

び

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
朱
思
本
図
の
内
容
や
性
格
は
明

ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
の
で
、
こ
こ
に
推
定
結
果
の
要
点
を
記
し
て

結
び
と
し
た
い
。

、
朱
思
本
図
は
養
方
百
里
の
方
格
を
有
し
、
そ
の
縮
尺
は
羅
洪

先
の
見
た
そ
の
図
に
関
す
る
．
限
り
、
八
分
百
里
で
あ
っ
た
。

一
、
図
の
描
出
二
面
は
、
東
は
合
蘭
府
・
五
国
城
、
西
は
雲
南
…
西

部
辺
境
の
雲
遠
・
稲
光
・
通
西
・
江
頭
城
、
南
は
磁
石
島
・
安

南
北
部
、
北
は
和
寧
北
方
約
六
百
里
に
及
ん
で
い
た
。
そ
の
方
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格
の
園
数
で
言
え
ば
、
東
西
九
十
一
～
九
十
二
、
南
北
八
十
九

　
　
～
九
十
で
あ
る
。
換
書
す
れ
ば
朝
鮮
の
東
半
、
一
三
の
南
半
は

　
　
も
と
よ
り
、
広
輿
図
の
菓
南
・
西
南
両
海
夷
図
、
西
域
図
が
表

　
　
現
す
る
如
き
広
大
な
異
域
は
全
く
含
ん
で
い
な
か
っ
た
。

　
一
、
図
形
お
よ
び
作
図
法
に
イ
、
ス
ラ
ム
地
図
学
の
影
響
を
受
け
な

　
　
い
ば
か
り
か
、
中
国
の
伝
統
的
尊
閣
学
に
忠
実
な
歴
史
地
図
的

　
　
色
彩
の
濃
い
中
国
全
図
で
あ
っ
た
。

　
一
、
都
実
の
探
検
が
も
た
ら
し
た
新
し
い
浮
動
知
識
を
、
中
国
金

　
　
図
に
正
し
く
位
置
づ
け
た
恐
ら
く
最
初
の
図
で
あ
っ
た
。
そ
し

　
　
て
朱
二
本
の
河
源
記
こ
そ
は
そ
の
過
程
に
お
け
る
輝
か
し
い
一

　
　
つ
の
労
作
で
あ
っ
た
。

　
顧
れ
ば
皇
女
の
推
測
に
際
し
て
思
わ
ぬ
過
誤
を
犯
し
て
い
る
か
も

知
れ
な
い
。
諸
賢
の
御
叱
正
を
得
て
補
訂
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。
終
り
に
、
貴
重
な
資
料
の
撮
影
を
許
さ
れ
た
内
閣

文
庫
当
局
・
南
波
松
太
郎
先
生
、
御
教
示
を
賜
っ
た
室
賀
信
夫
・
森

鹿
三
両
先
生
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
深
い
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

　
①
江
西
雀
竜
虎
由
の
上
清
宮
に
は
脳
刻
の
朱
思
本
図
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
威
豊

　
　
七
年
（
一
八
五
七
）
以
前
に
失
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
鉄

　
　
琴
銅
剣
楼
蔵
堂
岡
騰
録
』
　
（
威
豊
七
年
序
）
巻
二
十
二
頁
｝
斎
雑
薯
…
の
条
に
、
　
〃
思

　
　
本
、
（
中
略
）
鴬
以
周
遊
天
下
、
磁
壁
地
理
、
端
十
年
之
力
、
著
上
輿
地
図
二
巻
、

　
刊
聡
根
上
清
之
三
華
院
。
惜
今
不
通
ゆ
”
と
あ
る
燈
こ
瓦
に
〃
輿
地
図
二
巻
”
と

　
記
す
が
、
二
二
本
図
は
〃
長
広
七
尺
”
の
大
図
（
羅
洪
先
広
輿
図
序
）
で
あ
る
か

　
ら
、
恐
ら
く
広
輿
図
の
体
裁
と
混
隣
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
記
事
は
呉

　
除
氏
が
発
見
し
て
以
来
、
し
ば
く
引
用
さ
れ
る
。

　
内
藤
虎
次
郎
著
呉
除
訳
輔
　
地
理
学
家
朱
拓
本
　
綴
立
北
平
図
書
館
々
刊
　
七

　
巻
二
帰
　
一
九
三
三
年

　
　
ま
た
内
藤
虎
次
郎
博
士
は
、
嬬
際
恒
の
「
好
古
堂
書
目
」
地
理
部
に
〃
輿
麟

潔
斎
胃
石
”
と
あ
る
と
こ
ろ
か
蔭
朱
思
本
の
原
図
が
清
の
轟
…
年
間
ま

　
で
存
し
た
と
さ
れ
る
。
（
内
藤
虎
次
郎
「
地
理
学
家
朱
豊
本
」
『
読
史
叢
録
駈
所

　
収
　
昭
和
四
年
）
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
薫
三
二
も
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
、
に

　
わ
か
に
賛
成
で
き
な
い
。
　
（
王
庸
．
『
中
国
地
騒
史
綱
』
一
九
蹴
八
年
　
七
二
頁
）

　
何
故
な
ら
羅
洪
先
の
広
陶
ハ
図
を
朱
思
本
の
輿
地
図
と
誤
る
例
が
他
に
も
あ
り
、
大

　
本
一
本
と
言
え
ば
や
は
与
霜
冊
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば

　
「
豊
頃
堂
書
翻
」
（
清
、
黄
旗
縷
撰
）
が
〃
朱
思
本
　
広
輿
図
二
巻
　
臨
川
人
〃
と

　
誤
記
す
る
如
く
、
好
古
堂
書
絹
の
〃
幽
ハ
図
〃
も
広
輿
図
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②
内
藤
虎
次
郎
「
地
理
学
家
朱
思
本
」
『
読
史
叢
録
駈
昭
和
糊
年
、
青
山
定
雄
「
元

　
代
一
の
地
図
に
つ
い
て
」
　
『
凸
角
学
報
臨
東
京
繁
八
…
樹
　
昭
［
和
十
一
二
年
、
≦
一
越
O
励

　
想
煽
。
び
。
9
”
↓
7
①
、
．
ζ
○
コ
鞍
q
o
一
｝
酔
蜀
ω
こ
9
0
窯
博
卿
び
《
O
ぽ
餌
。
り
ω
湯
治
①
嶺

　
p
ρ
裁
魯
①
目
環
磐
鵬
k
郎
・
↓
、
～
竃
。
…
筥
窪
欝
ω
①
ユ
o
ρ
寓
。
ぎ
α
q
「
巷
財

　
く
H
掛
縄
一
Φ
臨
●

③
　
自
序
に
〃
海
隔
心
レ
カ
一
一
簿
瀦
凝
議
轟
牽
余
寒
暑
・
薗
後
成
。
〃
と
い
う
。

④
　
嘉
靖
四
十
年
（
｝
五
六
一
）
の
胡
松
の
広
輿
図
序
文
に
〃
念
篭
二
子
二
二
其
二
十

　
年
前
所
㌘
雪
見
レ
寄
、
旦
二
二
…
剛
歓
幽
兼
摘
二
舛
誤
扁
碑
並
余
二
一
プ
と
あ
る
の
に
基
づ

　
く
。
（
芝
．
男
郎
。
ゲ
碧
O
P
息
ρ
）

⑤
掲
載
す
る
統
計
の
最
も
新
し
い
年
代
が
嘉
靖
三
十
二
年
（
｝
五
璽
二
）
十
一
月

　
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
竪
年
以
降
の
刊
行
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
可
版
が
嘉
靖
三
ナ

　
七
年
（
一
五
五
八
）
で
あ
る
か
ら
、
下
張
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
（
≦
煽
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朱思ホの輿地隙こついて（灘野）

　
頃
¢
o
プ
2
0
弓
■
o
F
）

⑥
刊
行
年
次
お
よ
び
昏
版
本
の
内
容
を
比
較
し
易
い
よ
う
に
表
示
す
る
と
次
の
獅

　
く
で
あ
る
。

版
　
刊
　
　
年
　
　
序
　
　
文

．
地
麟
の
種
．

｝
類
と
丁
数
一

備
　
　
三

七　　　六　　w；1　　四　　　三三　　ニ　　　一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　2嘉　二≧万二⊃隆　o嘉　2嘉　：嘉　一嘉

鐸1笑1鰹箪諜
章六　銭四
学版　岱版
濾の　　の
　ほ　　ほ
　か　　　か

岡恩鐵三松冶
　　翼版・の
冶　　・の徐ほ

3　韓ほ九か
じ　　君か皐胡

詞

右

洪朱
先思
　本

　羅

二
一
三

四
i
八
丁

同
　
　
詣

四
十
三
種

五
十
｝
丁

同
　
　
お

同
虜
（
？
）

圓
　
　
右

同
　
　
右

るの六ニー注亡島辺越二言刊蒲隻写全
学序版終巻に秩詰論葛図球と京百　体
版文の百序よ’丁をのを麟あi三百
あに模六文る四　’増図増・る三七　図
り嘉願望と
t監本　嵐
三三’　＝u＝i

年章　七
手随一s：

庫こ補叙補二
男巻’と　本
明は一望　　奥
目鷲口論　　・

録五はの　華
標丁九九　潮

道丁　七
監に　丁
察嘉　よ
御客　り

緋i，F

　
主
と
し
て
薯
．
悶
餌
O
げ
ω
脚
O
O
●
臼
戸
に
よ
る
。

．
⑦
　
≦
．
閃
¢
o
｝
屋
…
O
P
9
戸
な
お
空
記
の
論
文
に
も
写
真
図
版
が
あ
る
が
、
小
さ

　
す
ぎ
て
見
に
く
い
。
ま
た
こ
れ
は
既
に
し
ば
く
引
用
し
て
い
る
窓
。
臣
島
ヨ
Φ
ゆ
欝

　
ω
①
臨
o
p
の
前
掲
論
文
の
未
定
稿
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
フ
ッ
ク
ス

　
論
文
と
い
う
の
は
す
べ
て
］
≦
o
ゆ
¢
ヨ
①
簿
四
ω
①
瓜
o
p
。
掲
載
の
も
の
を
指
す
。

　
　
妻
●
閏
錐
。
悶
0
9
”
U
δ
紅
潮
ω
α
q
聾
び
①
p
鳥
①
ω
】
≦
ぎ
官
q
・
》
鉱
p
。
ω
ω
①
ω
囚
皿
餌
＝
騎
受
郎
・

　
け
、
餌
稲
葉
博
士
還
矯
記
念
満
鮮
史
諭
叢
　
昭
和
十
三
年

⑧
初
版
本
と
推
定
さ
れ
る
も
の
と
の
大
き
な
相
違
は
、
慕
靖
騰
十
年
（
一
五
六
｝
）

　
に
胡
松
が
匿
え
た
と
考
え
ら
れ
る
按
語
を
、
図
の
余
念
な
ど
に
記
入
す
る
点
で
あ

　
る
。
倶
し
嘉
靖
四
十
年
刊
本
の
模
写
で
な
い
こ
と
は
明
由
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
細

　
か
い
考
証
に
つ
い
て
は
煩
斌
を
避
け
て
省
略
す
る
。
な
お
模
写
の
時
期
は
、
南
直

　
隷
輿
図
の
標
題
下
に
岡
じ
筆
で
〃
今
涯
南
省
〃
，
と
註
記
す
る
の
に
よ
っ
て
、
江
南

　
雀
の
置
か
れ
て
い
た
清
の
副
署
二
年
（
一
六
閃
五
）
～
康
熈
六
年
（
一
六
六
七
）

　
の
問
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
刊
記
の
あ
る
べ
き
繁
百
十
七
丁
の
左
半
分
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
断
定
は
で

　
き
な
い
が
可
版
本
に
閾
違
い
な
い
。
そ
の
考
読
も
本
稿
の
論
旨
と
直
接
関
係
が
な

　
い
の
で
雀
略
す
る
。

門
鰹
　
九
辺
お
よ
び
桃
河
な
ど
の
裂
干
図
合
計
十
四
繍
〃
は
、
場
所
的
に
中
墨
内
部
ま
た

　
は
辺
境
で
、
広
蜘
出
雲
の
こ
薩
十
三
省
の
昏
図
の
い
ず
れ
か
に
含
ま
れ
て
お
り
、
比

　
翻
し
て
み
る
と
図
形
に
は
大
差
が
な
い
。
朱
慰
本
國
の
部
分
を
拡
大
し
て
、
地
名
・

　
山
岱
・
関
鎮
・
衛
所
な
ど
を
増
補
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
九
辺
諸
図

　
に
つ
い
て
み
る
と
、
許
論
の
『
九
辺
麟
論
』
所
載
図
（
蹟
九
辺
図
の
許
西
晦
九
辺

　
小
乱
と
は
こ
れ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
）
を
利
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

　
そ
れ
は
専
ら
内
容
の
増
補
に
お
い
て
冥
あ
っ
て
、
絵
巻
に
近
い
形
式
の
三
論
図
の

　
図
形
と
、
方
格
を
も
つ
広
輿
図
の
そ
れ
と
で
は
懸
隔
が
甚
し
い
。

⑪
　
≦
6
両
β
o
ゲ
2
0
P
鼠
ρ

⑫
青
垣
定
雄
前
掲
論
文

　
　
海
野
…
隆
　

「
天
理
図
書
館
販
蔵
大
明
岡
図
に
つ
い
て
」
戦
大
阪
学
芸
大
学

　
紀
要
論
ハ
三
脚
』
．
昭
瀦
贈
　
十
㎜
翌
年
・

轍
．
羅
洪
先
が
資
料
と
し
て
そ
の
名
を
挙
げ
て
は
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
鼓
が
参
照

　
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
慕
靖
八
年
（
一
五
二
九
）
の
椌
勢
の
「
皇
明
輿
図
」
が

　
あ
り
、
そ
れ
は
大
明
一
統
志
の
図
に
多
数
の
地
名
を
増
補
し
た
図
を
収
載
す
る
。

　
誤
算
本
図
の
地
名
の
改
訂
に
利
規
さ
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
方
格
・
図
形
の
点
で

　
は
金
く
関
係
が
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
図
も
大
明
｝
統
志
と
同
じ
く
方
格
は
な
く

　
図
形
も
精
密
で
な
い
。

⑭
　
混
一
懸
理
歴
代
園
都
之
図
は
権
近
の
蹴
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
主
と
し
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て
麟
形
を
挙
沢
民
の
声
教
広
被
図
に
、
沿
華
を
憎
清
濾
の
混
…
葉
理
図
に
拠
っ
て
、

　
建
文
四
年
（
一
購
〇
二
）
に
作
戒
さ
れ
た
図
で
あ
る
。
（
青
山
定
雄
　
箭
掲
諭
文
）

⑮
　
罰
3
0
7
餌
く
簿
罫
δ
①
ω
…
ぴ
霧
U
の
信
匿
勺
ξ
ω
》
⇒
o
冨
詳
ω
ω
唱
伽
9
ヨ
Φ
⇒
ω
伽
ゆ

　
冨
O
拶
陰
。
σ
q
弓
鋤
O
鉱
①
O
び
ぎ
9
も
摩
ρ
ご
む
「
国
噸
鳴
．
晦
．
○
骨
臨
押
お
8
．

　
　
轡
師
定
雄
『
唐
宋
聴
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
恥
昭
和
三
十
八
年
　
五
六

　
九
～
五
七
七
頁

⑯
　
青
虫
薄
士
は
、
濫
陽
が
字
文
周
に
始
羅
さ
れ
た
県
で
あ
る
懸
か
ら
考
え
れ
ば
、

　
阜
呂
石
刻
禺
跡
図
の
如
く
詩
語
図
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ

　
る
。
　
（
青
山
コ
磐
代
の
地
図
に
つ
い
て
」
）

⑰
　
中
岡
西
北
の
黒
水
・
弱
水
（
広
輿
園
で
は
合
剤
河
）
、
峨
山
を
水
源
と
す
る
揚
予

　
江
、
ナ
ル
ヂ
ス
北
方
の
宙
氷
・
中
・
溝
の
三
受
授
城
な
ど
、
窺
信
望
跡
図
と
広
．
輿
麟

　
と
の
類
似
点
は
二
三
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
も
触
れ
る
。

磯
　
東
粥
・
爾
南
両
海
夷
麟
の
図
形
お
よ
び
地
名
は
、
”
で
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
混
皿

　
彊
理
歴
代
濁
都
之
図
ま
た
は
こ
れ
と
同
系
統
の
天
理
爵
書
館
班
蔵
大
明
国
電
に
見

　
出
せ
る
。
従
っ
て
両
海
夷
図
が
声
総
督
被
麟
の
一
部
分
を
独
立
さ
せ
た
も
の
で
あ

　
り
、
羅
洪
先
に
よ
る
野
島
増
補
が
殆
ん
ど
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
図
の

　
網
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
葡
掲
の
拙
稿
（
「
天
理
図
啓
餓
…
所
蔵
大
明
岡
図
に
つ
い

　
て
」
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑲
・
籔
形
は
勿
論
地
名
も
新
増
東
閃
輿
地
勝
瞥
〃
の
図
と
一
致
す
る
も
の
少
な
い
。

　
　
青
山
博
士
は
地
名
を
一
四
七
二
～
八
九
年
の
も
の
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
光
州

　
（
全
「
羅
道
）
が
成
宗
…
一
十
隼
－
（
一
四
八
九
）
に
光
由
県
と
改
め
ら
れ
、
の
ち
高
山

　
七
年
（
一
五
〇
｝
）
旧
に
復
し
た
の
を
、
光
由
祭
と
改
め
ら
れ
る
以
前
の
光
州
と

　
考
え
ら
れ
た
為
で
あ
る
。
博
士
は
ま
た
広
輿
図
の
朝
鮮
図
が
東
国
輿
地
勝
覧
の
図

　
も
し
く
は
隅
系
統
の
図
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
た
が
、
上
述
の

　
如
く
そ
の
関
連
性
は
之
し
い
。
　
（
青
山
「
元
代
の
地
國
に
つ
い
て
」
）

蓼
朝
鮮
図
の
上
部
は
朔
漠
図
の
右
下
隅
の
蔀
分
と
ほ
貰
重
複
し
、
朔
漠
図
で
は
舎

　
湖
の
ほ
か
に
…
冗
代
地
名
と
し
て
熱
讃
（
双
城
）
が
記
さ
れ
る
。

⑳
　
樹
影
●
O
ぴ
餌
く
鐸
嵩
コ
①
ω
い
0
9
6
凶
幹

　
　
庶
1
4
山
定
総
州
　
同
年
掲
勲
口
五
六
九
～
薫
七
七
頁

⑫
　
芝
．
男
二
〇
げ
ω
…
O
笹
。
饗
．

韓
　
図
ゆ
大
竜
油
の
布
傍
に
〃
瞭
蔀
「
州
”
と
い
う
意
味
不
明
｛
瞭
の
訣
記
が
あ
る
が
、

　
こ
れ
は
釈
迦
方
志
の
〃
新
川
（
波
謎
羅
川
）
在
大
葱
嶺
上
、
賑
部
一
運
用
最
高
也
。

　
中
有
大
竜
池
、
…
…
〃
と
い
う
記
述
に
塞
つ
く
も
の
で
あ
る
。
版
刻
の
際
の
脱
落

　
か
も
傭
れ
ぬ
が
、
ま
た
こ
の
図
が
羅
洪
先
に
よ
っ
て
釈
迦
方
志
か
ら
直
接
作
図
さ

　
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
労
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
何
故
な
ら
繭
域
・
イ
ン
ド
方

　
頭
の
地
図
と
し
て
は
、
古
く
宋
代
に
「
仏
祖
統
紀
」
の
酉
土
工
印
之
麟
が
あ
り
、

　
同
じ
明
代
に
は
「
法
界
安
立
図
」
の
毛
擦
部
洲
図
な
ど
が
あ
っ
て
、
駅
迦
方
志
を

　
資
料
と
し
た
同
系
統
の
図
の
存
在
が
肯
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
室
賀
信
夫
・
海
野
一
隆
「
わ
が
国
に
行
わ
れ
た
仏
教
系
世
界
図
に
つ
い
て
」
　
『
地

　
理
．
学
史
研
究
』
第
「
集
　
昭
和
三
十
二
年

⑳
　
青
山
・
フ
ッ
ク
ス
粥
博
土
と
も
に
、
西
城
麟
を
朱
思
本
図
の
一
部
と
推
認
し
て

　
お
ら
れ
る
が
、
図
を
充
分
に
検
討
し
た
結
果
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

㊧
　
雪
中
の
〃
謡
言
北
征
二
二
”
と
い
う
註
記
で
も
籾
る
が
、
地
名
は
金
幼
孜
の

　
「
北
雛
型
」
　
「
後
北
征
栖
隊
」
に
掲
げ
る
も
の
と
一
致
す
る
。
恐
ら
く
資
轡
は
こ
の

　
両
書
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
内
藤
虎
次
郎
　
前
掲
論
文

⑳
　
青
山
定
雄
　
　
「
元
代
の
地
図
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
）

磯
　
青
山
定
雄
　
同
書

⑳
　
霊
養
は
明
の
搬
三
軍
斑
宣
慰
使
劃
で
、
元
の
門
巨
擬
遅
路
軍
斑
只
管
府
を
改
称
し
た

　
も
の
で
あ
る
。
　
（
明
史
巻
四
十
六
地
理
静
心
）
輿
地
総
図
は
雲
遠
と
し
、
雲
南
図
ほ

　
孟
養
と
し
て
〃
即
云
遠
”
と
註
記
す
る
。
後
看
は
朱
思
本
図
に
雲
遠
と
あ
っ
た
の

　
を
羅
洪
先
が
改
訂
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
高
腰
は
恐
ら
く
元
代
の
六
難
（
繋
属
）
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
こ
れ
も

　
元
代
の
地
名
で
あ
る
か
ら
朱
稿
本
國
の
踏
襲
と
見
ら
れ
る
。

（438）106



朱思本の輿地図に偶・て（海野）

⑳
　
サ
ル
ウ
ィ
ー
ン
、
イ
ラ
ワ
ジ
の
福
河
が
合
流
す
る
の
は
勿
論
実
際
と
異
る
が
、

　
混
一
撒
理
歴
代
陶
都
万
図
も
同
じ
表
現
を
と
る
か
ら
、
こ
の
時
代
に
は
そ
の
よ
う

　
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
内
藤
虎
次
郎
「
買
繋
公
年
議
漏
　
『
小
鯛
博
士
還
暦
記
念
史
学
地
理
学
論
叢
』
昭

　
瀬
一
五
年
、
森
晦
蟹
一
「
糠
複
秀
禺
晶
貝
地
域
図
の
ス
ケ
ー
ル
に
つ
い
て
」
『
東
洋
曳
研
祀
九
』

　
三
巻
五
号
　
昭
和
十
三
年

麟
　
中
照
に
お
け
る
河
源
知
識
の
変
遷
に
つ
い
て
は
左
の
細
き
論
考
が
あ
る
。

　
石
田
幹
之
助
「
黄
河
の
水
源
及
び
毘
褥
山
に
関
す
る
支
那
人
の
知
識
の
変
達
」
『
史

　
学
維
誌
駈
二
十
五
編
八
～
九
暑
　
大
正
三
年
、
小
川
琢
治
「
黄
涯
水
源
鴨
題
」
『
支

　
那
歴
史
地
理
研
究
』
続
集
　
昭
和
四
年
、
藤
田
元
春
「
河
確
論
塙
　
『
内
藤
博
士
頒

　
寿
記
念
史
学
論
叢
』
昭
和
五
年

樋
｝
従
来
濡
昂
得
の
河
源
志
は
綴
耕
録
の
著
者
陶
宗
儀
偏
す
る
「
説
郡
し
所
収
の
も

　
の
が
知
ら
れ
る
が
、
通
行
木
の
説
郭
お
よ
び
同
種
の
叢
書
の
そ
れ
は
、
柄
九
思
の

　
序
を
欠
い
た
り
本
文
を
簡
略
に
し
た
り
し
た
の
が
多
く
、
地
図
も
収
載
さ
れ
な
い
。

　
た
ゴ
驚
国
十
六
年
商
務
印
書
館
の
曝
紗
本
に
よ
る
排
邸
本
は
語
句
に
省
略
も
な
く

　
遠
郷
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
図
は
粗
略
で
綴
蘭
留
に
収
め
る
瞬
じ
図
に
比
べ
て
遙

　
か
に
劣
る
。
綴
耕
録
に
は
乖
い
景
元
刊
本
が
二
種
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
河

　
源
志
の
原
本
に
最
も
近
い
テ
キ
ス
ト
に
接
し
得
る
。

⑳
　
黄
河
源
と
題
す
る
一
丁
の
こ
の
卿
は
痢
を
上
に
し
、
河
道
・
山
岱
を
描
き
方
格

　
は
な
い
。
河
幅
を
太
く
誇
張
す
る
点
中
岡
的
な
地
図
で
あ
る
。

　
番
　
八
毘
容
思
は
ラ
マ
数
と
チ
ベ
ッ
ト
を
管
理
し
た
悪
政
扇
使
の
職
に
あ
っ
た
人
物

　
で
あ
り
（
元
火
残
量
〇
五
）
、
元
代
の
帝
師
に
は
ラ
マ
鱒
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
な

　
ど
か
ら
考
え
て
も
、
梵
字
図
再
と
い
う
の
は
内
藤
博
士
の
推
定
の
如
く
チ
ベ
ッ
ト

　
字
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
野
上
俊
静
・
稲
葉
正
就
「
元
の
帝
師
に
つ
い
て
」
『
石
浜

　
先
生
古
稀
…
記
念
東
洋
学
論
叢
』
昭
和
三
十
三
年
、
稲
葉
蕉
就
『
元
の
帝
師
に
つ
い

　
て
…
オ
ー
ラ
ソ
史
を
史
料
と
し
て
一
」
　
『
印
変
学
仏
教
学
研
究
』
八
巻
一
号

　
昭
和
憲
十
荒
年

趣
　
泰
定
元
年
（
＝
三
西
）
刊
「
翰
墨
全
書
」
所
載
地
掘
の
河
源
は
山
心
添
山
と
し

　
て
お
り
、
混
一
難
曲
歴
代
国
都
之
鐵
で
は
星
宿
海
と
い
う
註
記
が
あ
る
が
、
積
石

　
由
に
発
す
る
如
く
描
き
麟
形
的
に
は
暖
昧
な
褒
現
を
と
る
。
李
沢
民
図
・
血
清
濾

　
騒
と
も
に
朱
思
議
騒
の
塞
き
新
鮮
詳
細
な
河
源
知
識
を
採
用
し
て
い
な
か
っ
た
の

　
で
あ
ろ
う
。

⑰
　
倉
黎
河
は
阜
昌
石
刻
禺
跡
図
で
は
弱
水
と
註
記
さ
れ
、
含
黎
山
は
そ
の
騨
に
描

　
か
れ
る
。
禺
跡
麟
の
黒
水
は
麟
の
左
上
を
隣
流
し
、
一
且
図
幡
の
外
に
出
た
の
ち

　
再
び
左
下
に
境
れ
て
菓
南
流
す
る
が
、
広
輿
図
で
は
左
上
の
部
分
の
み
図
示
さ
れ
、

　
し
か
も
図
端
ま
で
流
れ
な
い
末
無
堰
と
な
っ
て
い
る
。
禺
跡
図
の
徒
ら
な
模
倣
が

　
こ
う
し
た
結
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

鐘
・
米
思
本
灘
に
お
け
る
河
道
は
、
そ
の
図
の
宛
繊
時
期
（
延
祐
七
年
置
一
三
二
〇
）

　
か
ら
考
え
て
、
渦
河
・
頴
河
を
経
由
し
て
潅
河
に
入
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

　
か
G
そ
れ
が
金
の
天
興
三
年
（
一
二
三
四
）
～
元
の
泰
窪
元
年
（
ご
｝
　
二
四
）
の

　
河
送
だ
か
ら
で
あ
る
。
広
輿
図
の
黄
河
麟
に
は
臨
河
道
が
幾
重
も
示
さ
れ
る
が
、

　
σ
で
の
う
ち
〃
金
末
黄
河
”
と
註
記
さ
れ
る
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
　
鄭
鱗
経
廻
巾
国
之
水
利
』
斑
国
二
十
八
年
　
三
〇
～
三
一
菅
ハ
、
界
仲
勉
『
黄
河

　
変
灘
史
』
一
九
五
七
年
　
四
澱
四
～
四
五
五
頁

静
・
　
『
寓
林
広
記
臨
は
戒
立
年
代
不
詳
で
あ
る
が
、
掲
載
す
る
路
名
お
よ
び
宋
の
周

　
弼
の
螢
、
三
体
詩
臨
　
（
淳
祐
十
年
、
　
ご
一
億
○
）
の
凡
例
な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
、

　
一
ご
二
瀧
～
五
〇
年
頃
に
成
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
三
体
悔
呵
鮎
の
凡
例
に

　
　
　
期
繋
「
以
」
ハ
合
混
一
漏
凶
＃
事
林
広
訥
記
等
寵
肌
》
載
。
　
（
陣
払
占
…
簗
考
）

　
と
あ
り
、
ル
木
思
寝
の
見
た
騒
が
こ
れ
と
同
種
の
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
頃
作
成
さ

　
れ
流
布
し
て
い
た
図
で
あ
ろ
う
。
右
の
荊
番
に
は
極
め
て
粗
略
な
中
黒
全
図
が
双

　
載
さ
れ
る
が
、
題
名
も
異
な
っ
て
お
り
六
禽
混
一
図
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
は
な

　
か
ろ
う
。

　
　
｛
灘
野
一
隆
｛
「
江
…
鍔
時
…
代
刊
行
の
シ
ナ
麟
扁
　
『
大
販
学
芸
大
学
紀
要
』
九
号
　
昭
　

　
蜘
罪
一
二
十
ム
ハ
年
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な
お
青
山
博
士
は
朱
悪
弊
が
そ
の
灘
の
所
在
地
を
理
趣
衷
た
は
建
安
と
す
る
と

　
こ
ろ
か
ら
、
二
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
筆
無
の
晃
解
を
支
鋳
す
る
　
つ
の

　
根
蝿
と
な
ろ
う
。
　
（
青
轟
「
元
代
の
地
鴎
に
つ
い
て
」
前
掲
）

⑳
・
　
彊
㎜
園
悪
闘
…
薯
【
『
中
国
古
｛
力
士
ゆ
考
』
　
一
九
六
二
年
　
　
一
二
三
記
臆

　
朱
鷺
本
『
九
域
志
』
八
十
巻
の
う
ち
残
木
は
八
巻
に
過
ぎ
な
い
と
呂
．
隅
う
。
　
（
瞬

　
右
鴬
同
頁
所
引
清
蒔
光
煎
「
東
湖
叢
記
」
、
お
よ
び
郡
熱
辰
撰
・
郡
章
夕
星
『
増
訂

　
四
庫
箇
明
罰
録
標
注
』
　
一
九
五
九
年
　
二
八
｝
頁
）

㊨
　
照
坂
興
道
「
東
漸
せ
る
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
一
側
彌
に
就
い
て
」
　
『
史
学
雑
誌
』

　
五
十
三
編
四
～
覧
尋
昭
和
十
七
年

⑫
　
青
山
定
雄
「
元
代
の
地
図
に
つ
い
て
」
Ω
下
掲
）
、
海
野
一
隆
…
「
天
理
図
鉄
損
瓶

　
蔵
大
明
園
図
に
つ
い
て
」
へ
前
掲
）
、
高
橋
　
正
「
東
漸
せ
る
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
世

　
界
図
」
　
『
嬉
遊
火
学
論
集
』
三
七
四
号
　
昭
廊
三
十
八
年

熟
　
小
川
琢
治
「
主
思
地
図
学
の
発
達
」
　
『
支
那
歴
史
地
理
研
究
』
結
集
　
昭
勲
三

　
年
、
　
ト
窯
①
⑦
鳥
げ
鋤
謹
”
ω
9
㊦
謬
8
二
子
α
O
ぞ
凶
麟
鑓
臨
。
賞
ぎ
O
謀
昌
劃
く
。
胃

　
9
。
”
諾
凱
O
リ
ワ
α
給

　
小
摺
博
士
は
ア
フ
リ
カ
の
潤
飾
を
含
む
広
輿
図
の
申
開
梅
齋
頻
図
’
‘
8
朱
思
本
図
の

　
踏
襲
と
鷺
．
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
二
ー
ダ
ム
博
士
も
同
様
の
誤
解
を
し
て
お
ら

　
れ
る
。

㊥
内
藤
虎
次
郎
「
地
理
学
家
炎
温
州
」
（
龍
掲
）

　
出
木
田
勲
牽
小
は
凱
ハ
勧
㎝
図
h
厚
に
ハ
η
い
♂
㌧
次
の
如
く
述
べ
一
〇
〇

　
孫
レ
髭
奉
乱
天
子
命
↓
祠
篇
碍
高
↓
南
歪
「
於
梱
稲
ハ
又
南
至
冊
於
祝
融
一
郭
轟
四
海
叩

⑮
　
木
村
英
｝
傑
士
の
教
示
に
よ
る
。

⑯
　
小
川
琢
治
「
支
那
地
図
学
の
発
達
」
　
（
前
掲
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
饗
大
学
助
教
擾
）
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style，　were　iRtroduced　into　Japan　as　they　were．　As　in　Japan，　at　first，

the　four－cornered　Chi－Nei　system　of　P’ing－Ch’gng　style　was・　established，

and　then　introducing　the　Yeh　style　Chi－IVei　w．　as　established　as　includ－

ing　four　or　five　countries　near　the　Capital　Kinai　一pavJxj　in　Taifea　Refor－

mation大化改新was　the　P’2㎎一C磁㎎style　and　that　ill　Asuha．KTyo

飛鳥京，H吻δ＝絢∂平城京，　Or　Heian－Ky6平安京WaS　the　Yeh　Style．

Einleitung　in　die　Forschungen　des　Harpalos

　　　　　　　　　　　　　　　　Chronologie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Yasurr｝i　Nagai

　　In　den　Studien　des　Harpalos，　die　far　das　Verstandnis　der　da．maligen

attischen　Geschichte　so　sehr　wichtig　sind，　dats　inan　darttber　laRge

Uber　ein　Jahrhundert　diskutiert　hat，　bleiben　jedoch　noch　einige　unklare

Fragen　wegen　Mangels　an　Quellen　und　iin　besonderen　uber　die　Fest－

setztmg　der　bis　jetzt　Roch　nicht　anerkan’nten　Chronologien．

　　Durch　eine　jttngst　erfolgte　Entdeckung，　die　in　der　Festsetzung　der

Chronologie　eine　groBe　Rolle　spielt，　wird　m’ ≠氏@aber　die　Geschichte　des

Harpalos　von　neuein　abfassen　mttssen　；　es　ist　dies　die　genaue　Festle－

gung　des　Datums　der　Olymplschen　Spiele　im　Jahre　324　v．　Chr．　Damit

hat　E．　Badian　（JHSt，　1961，　16　ff）　neuerlich　die　Chronologie　des　Ge－

schichte　des　Harpalos　festzusetzen　versucht，　clie　m．　E．　noch　einiger

Zusatze　bedar£

　　Hier　mschte　ich　die　Chronologie　durch　1〈ritische　Betrachtung　der

Quellen　ultd　der　bis　jetzt　erfolgten　Studien　kurz　erganzen．

Reconst「uction．　of’C伽Ss乙ゆ2％’s朱思本Map　of　China

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazutaka　Unno

　C擁Ssゆ勤’s朱思本Yi診一ti－t’u（輿地図，　Terrestrial　Map），◎ne　of　the

representative　maps　brought　out　under　the　Ytian　Dynasty，　is　no　longer

extant　bu，t　survived　by　the　Kuang．夕it－t’u（広輿図Enlarged　Terrestria1
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Atlas），　all　atlas　in　which五〇砺ナ碧・一hsien羅洪先under　the　M呈ng　Dy玉1asty

divided，　enlarged　and　revised　the　original　map．　An　attempt，　there－

foye，　was　made　by　the　author　of　this　paper　to　recoAstruct　Chu　SSu，一

Pe，n’s　map　on　the　basis　of　this　atlas　ancl　the　resultant　findings　are

here　reported．

　　1）　The　scale　of　the　grid　o’f　this　map　was　100　li　ge　to　the　division．

So　far　as　the　copy　ef　Chu　Sstt－Pen’s　map　to　which　Lo　Hunghsien

referred　was　concemed，　its　reduced　scale，　therefore，　was　S　fen分to

loo　li　or　1：2，2so，ooo．

　　2）　The　map　mainly　represented　China　proper，　including　the　western

half　of　Korea　on　the　east，　the　western　boundary　of　Yun．nan　雲南

province　on　the　west，　the　northern　half　of　An－nam安南and　the　Island

of　Hai4nai・z海1釘oll　the　soutli，　and　the　northern　part　（stretching　ouも

warcl　about　600　li　according　to　the　theB　standard　ineasure）　of　Khara－

lehorzem和寧oll　the　north．　Viewed　from　the　grid　of　1001i　to　the

division，　there　were　91－92　divisions　from　east　to　west　and　89－90　divis－

ions　from　south　to　north．

　　3）　The　iinap　was　uRder　no　infiuenee　of　lslainic　cartography　in

point　of　i£s　figure　and　map－making　metliod　but　based　upon　the　tradi－

tional　principles　of　Chinese　cartography，　with　the　characters　of　his－

torical　maps　fully　realizecl．

　　4）　By　Chu　Ssu－Pen’s　map，　the　riverheacl　and　upper　reaches　of　the

飾α㎎正fo（Yellow　River）discovered　as　a　result　of　Tu　Shih’s都i笑

expeditien　in　A．　D．　1280　was　represented　on　the　general　map　of　China

for£he　fi1“st　tlme．　The　Chu　Ss％一ρ2π’s　Ho－yilan・chi（河歯序，　Record　of

tlie　Source　of　the　Yellow　River），　was．a　laborious　work　written　by　him

with　this　in　view

Development　and　Stagnation　of　Rent－Collecting　System　in

　　　　　　　　I〈us∂一Kury∂一shb供僧供料荘of　Tb］’i東寺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshihiko　Amino

　The　rent－collecting　system　in　Kus6－Ryb－sh6供1曽料荘of　7珈曜東寺，

rehabilitated　since　the　Enn6延応era，　was　established　in　tlゴe　I〈enq．h6

建；長；era．　Control　of　Sh6荘by　Kus6信≒｛蘭　developed　by　the　uBrest　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（478）


