
書

�

村
松
弘
一

著

中
國
古
代
�
境
�
の
硏
究

大

川

裕

子

は

じ

め

に

｢
�
境
�
﹂
の
硏
究
課
題
を
揭
げ
幅
廣
く
活
�
す
る
村
松
弘
一
氏
の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
︒
村
松
氏
の
論
�
は
︑
國
內
外
を
問
わ
ず
樣
々
な

刊
行
物
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
を
手
に
と
ら
れ
て
︑
氏
の
硏
究
內
容
が
か
く
も
廣
範
に


ん
で
い
た
の
か
︑
と
驚
か
れ
た
方
も
多
く
お
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
諸
論
�
が
一
册
に
ま
と
め
ら
れ
︑
村
松
氏
の
�
境
�
硏
究
を
一
�
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
︑
學
界
に
と
っ
て
も
大
き
な
喜
び
で
あ
る
︒
以
下
に
︑
ま
ず
本
書
の
目

を
揭
げ
槪
�
を
紹
介
す
る
︒

一
．

序

違

秦
漢
�
境
�
硏
究
の
現
在

第
一
部

秦
漢
�
國
の
形
成
と
關
中
�
原
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第
一
違

黃
土
高
原
西
部
の
�
境
と
秦
�
�
の
形
成

︱
︱
禮
縣
大
堡
子
山
秦
公
墓
の
發
見
︱
︱

第
二
違

秦
の
關
中
�
原
西
部
へ
の
擴
大
と
地
域
開
發

︱
︱
西
垂
か
ら
雍
城
へ
︱
︱

第
三
違

關
中
�
原
東
部
へ
の
�
都
と
開
發
の
展
開

︱
︱
雍
城
か
ら
咸
陽
へ
︱
︱

第
四
違

中
國
古
代
關
中
�
原
の
都
市
と
�
境

︱
︱
咸
陽
か
ら
長
安
へ
︱
︱

第
五
違

中
國
古
代
關
中
�
原
の
水
利
開
發
と
�
境

︱
︱
�
國
渠
か
ら
白
渠
へ
︱
︱

第
二
部

淮
北
�
原
の
開
發

︱
︱

漢
か
ら
魏
晉
へ

︱
︱

第
六
違

中
國
古
代
の
山
林
藪
澤

︱
︱
人
閒
は
自
然
�
境
を
ど
う
見
た
か
︱
︱

第
七
違

魏
晉
�
淮
北
�
原
の
地
域
開
發

︱
︱
咸
寧
四
年
杜
預
上
駅
の
檢
討
︱
︱

第
八
違

漢
代
淮
北
�
原
の
地
域
開
發

︱
︱
陂
の
円
設
と
澤
︱
︱

第
九
違

魏
晉
・
北
魏
時
代
の
淮
北
�
原
に
お
け
る
陂
の
円
設

︱
︱
『水
經
�
﹄
の
記
載
を
中
心
に
︱
︱

第
三
部

水
利
技
	
と
古
代
東
ア
ジ
ア

︱
︱

淮
河
液
域
か
ら


鮮
�
島
・
日
本
列
島
へ

︱
︱

第
十
違

中
國
古
代
淮
南
の
都
市
と
�
境

︱
︱
壽
春
と
©
陂
︱
︱

第
十
一
違

後
漢
時
代
の
王
景
と
©
陂

(安
豐
塘
)

第
十
二
違

古
代
東
ア
ジ
ア
�
に
お
け
る
陂
池

︱
︱
水
利
技
�
と
�
境
︱
︱

第
十
三
違

塢
か
ら
見
る
東
ア
ジ
ア
海
�
!
と
水
利
技
�

第
四
部

黃
土
地
帶
の
�
境
�

第
十
四
違

秦
漢
"
國
と
黃
土
地
帶

第
十
五
違

黃
土
高
原
の
農
#
と
�
境
の
歷
�

第
十
六
違

黃
河
の
斷
液

︱
︱
黃
河
變
�
�
か
ら
の
視
點
︱
︱
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第
十
七
違

澤
か
ら
見
た
黃
河
下
液
の
�
境
�

︱
︱
鉅
野
澤
か
ら
梁
山
泊
へ
︱
︱

第
十
八
違

陝
西
省
關
中
三
渠
を
め
ぐ
る
古
代
・
&
代
そ
し
て
現
代

第
十
九
違

洛
惠
渠
'
査
記

附

違

東
ア
ジ
ア
の
�
境
�

本
書
に
は
一
九
本
の
論
�+

序
違
・
附
違
と
い
う
膨
大
な
數
の
論
考
が
收
錄
さ
れ
︑
テ
ー
マ
別
に
四
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
以
下
︑
各
部

の
槪
�
を
ま
と
め
︑
)
宜
コ
メ
ン
ト
を
附
し
て
紹
介
す
る
︒

｢
序
違

秦
漢
�
境
�
硏
究
の
現
在
﹂
の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
︑
著
者
は
陝
西
省
北
部
・
神
木
縣
大
保
當
漢
代
城
址
,
跡
を
紹
介
し
︑
,
跡

を
と
り
ま
く
�
境
變
�
の
問
題
に
つ
い
て
言


す
る
︒
こ
の
,
跡
が
位
置
す
る
黃
土
高
原
は
︑
年
閒
雨
量
四
百
㎜
の
ラ
イ
ン
︑
す
な
わ
ち
農
牧

境
界
線
上
に
當
た
る
︒
現
在
︑
,
跡
の
周
圍
で
は
沙
漠
�
が
.
行
し
て
い
る
が
︑
�
念
海
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
黃
土
高
原
一
帶
は
か
つ
て
森
林
に

/
わ
れ
て
い
た
と
い
う

(第
四
部
參
照
)
︒﹁
沙
漠
の
な
か
の
都
市
︒
は
た
し
て
秦
漢
時
代
︑
こ
の
都
市
は
ど
の
よ
う
な
�
境
下
に
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
？
﹂
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
始
ま
る
冒
頭
の
一
ペ
ー
ジ
を
讀
め
ば
︑
本
書
に
お
い
て
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
﹁
�
境
�
硏
究
﹂
の
大
枠

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
か
け
と
な
っ
て
い
る
︒
序
違
で
は
︑
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
以
影
の
論
�
を
軸
に
︑
秦
漢
時
代
に
限
っ
た
�
境
�

硏
究
の
現
狀
を
紹
介
す
る
︒

｢
第
一
部

秦
漢
�
國
の
形
成
と
關
中
�
原
﹂
で
は
︑
秦
・
漢
"
國
が
︑
關
中
�
原
の
自
然
�
境
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
勢
力
を
擴
大
し

た
の
か
を
論
じ
る
︒
第
一
～
三
違
で
は
春
秋
初
�
か
ら
瓜
一
に
至
る
ま
で
の
五
五
〇
年
に


ぶ
秦
の
步
み
に
焦
點
を
あ
て
︑
襄
公
が
諸
侯
と

な
っ
て
は
じ
め
て
據
點
を
置
い
た
黃
土
高
原
西
部
の
西
垂

(
著
者
は
大
堡
子
山
秦
公
墓
が
發
見
さ
れ
た
甘
肅
省
禮
縣
附
&
に
比
定
)
か
ら
︑
關
中
�
原

西
部
の
雍
城
を
經
て
關
中
�
原
東
部
の
咸
陽
へ
と
中
心
を
�
し
て
い
く
歷
�
を
︑
�
境
利
用
の
變
�
と
と
も
に
論
じ
て
い
る
︒
第
四
違
で
は
︑

渭
水
を
挾
み
南
北
で
衣
な
る
關
中
�
原
の
�
境
に
�
目
し
つ
つ
︑
秦
・
咸
陽
と
漢
・
長
安
の
都
市
に
つ
い
て
2
と
し
て
都
市
水
利
の
面
か
ら
論

― 107―

303



じ
る
︒
第
五
違
で
は
秦
の
�
國
渠
︑
漢
の
白
渠
の
灌
漑
對
象
區
の
比
�
檢
討
を
3
じ
て
︑
秦
と
漢
の
水
利
・
農
業
開
發
の
變
�
に
言


す
る
︒

著
者
は
三
百
里
に


ぶ
�
國
渠
の
渠
4
を
石
川
河
を
境
に
東
西
に
二
分
し
︑
石
川
河
以
東
は
恒
常
5
に
鹽
が
地
表
に
ふ
き
出
す
鹵
地
で
あ
り
︑

�
國
渠
の
円
設
は
鹵
地
の
灌
漑
を
2
目
5
と
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒
秦
は
領
域
に
限
界
が
あ
っ
た
た
め
鹵
地
を
無
理
や
り
農
地
�
し
た
が
︑

漢
は
こ
の
よ
う
な
開
發
の
方
法
を
繼
承
せ
ず
︑
白
渠
円
設
に
際
し
て
は
石
川
河
以
東
の
鹵
地
を
灌
漑
對
象
か
ら
外
し
た
と
す
る
︒

以
上
︑
第
一
部
で
は
秦
漢
�
境
�
の
實
證
5
硏
究
が
示
さ
れ
る
︒
と
く
に
︑
第
一
～
三
違
に
お
い
て
秦
の
�
境
利
用
の
變
�
が
ま
と
ま
っ
て

3
讀
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
6
義
は
大
き
い
︒
こ
の
第
一
部
で
�
目
す
べ
き
は
︑
元
來
︑
鹽
・
鑛
物
・
森
林
等
の
7
源
8
取
や
9
易
を
中
心
に

し
て
い
た
秦
と
い
う
集
團
が
︑
關
中
�
原
へ
の
移
動
に
と
も
な
い
徐
々
に
農
業
を
軸
に
し
た
國
家
へ
と
變
貌
し
て
い
く
樣
子
を
論
じ
た
點
に
あ

る
︒
そ
の
:
;
で
︑
周
の
,
民
を
3
じ
て
周
の
開
發
方
法

(
周
原
で
行
わ
れ
て
い
た
7
源
8
取
・
農
・
牧
の
バ
ラ
ン
ス
が
8
れ
た
長
�
可
能
な
開
發
)

を
取
り
入
れ
た
と
す
る
指
摘
は
興
味
深
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
秦
の
自
然
利
用
の
あ
り
方
は
︑
秦
が
東
方
六
國
を
6

識
し
︑
對
外
5
に
伸
張
す
る
時
�
に
變
�
し
始
め
る
︒
�
國
渠
円
設
に
よ
る
大
規
模
灌
漑
・
集
<
農
業
の
展
開
と
︑
鹵
地
さ
え
も
#
地
�
し
よ

う
と
す
る
開
發
の
試
み
は
︑
秦
の
�
境
利
用
の
變
�
を
象
=
す
る
出
來
事
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

｢
第
二
部

淮
北
�
原
の
開
發

︱
︱

漢
か
ら
魏
晉
へ

︱
︱
﹂
で
は
︑
考
察
の
對
象
地
域
を
淮
河
北
岸
に
移
し
︑﹁
澤
﹂
と
よ
ば
れ
る
濕
地

と
︑
人
工
5
貯
水
施
設
﹁
陂
﹂
を
取
り
上
げ
て
︑
�
境
利
用
の
變
�
を
論
じ
る
︒
第
六
違
に
お
い
て
︑
著
者
は
澤
を
﹁
谷
部
か
ら
�
原
部
へ
の

出
口
で
自
然
堤
防
か
ら
あ
ふ
れ
て
形
成
さ
れ
る
濕
地
﹂
で
あ
っ
た
と
定
義
す
る
︒
古
代
︑
澤
は
周
邊
の
山
や
森
林
と
と
も
に
﹁
山
林
藪
澤
﹂
と

總
稱
さ
れ
る
が
︑
漢
代
以
>
は
7
源
供
給
地
と
し
て
人
閒
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
︑
決
し
て
開
發
對
象
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

第
七
～
九
違
で
は
︑
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
澤
が
分
布
す
る
地
帶
に
も
︑
後
漢
末
以
影
の
開
發
の
.
展
に
と
も
な
い
︑﹁
陂
﹂
が
円
?
さ
れ
て

農
地
が
擴
大
し
て
い
く
點
を
!
ら
か
に
す
る
︒
と
く
に
第
七
違
で
は
︑
晉
・
杜
預
の
上
駅
�
を
3
じ
て
︑
淮
北
の
水
@
と
陂
と
の
關
係
に
つ
い

て
取
り
上
げ
て
い
る
︒
淮
北
に
は
漢
代
以
來
利
用
さ
れ
て
き
た
自
然
バ
ラ
ン
ス
に
考
慮
し
た
陂
と
︑
三
國
魏
以
影
の
亂
開
發
に
と
も
な
い
澤
が

點
在
す
る
よ
う
な
低
濕
地
に
?
ら
れ
た
陂
の
二
種
類
が
あ
っ
た
が
︑
低
濕
地
の
陂
は
水
@
を
誘
發
し
た
爲
︑
杜
預
は
こ
の
よ
う
な
陂
を
廢
し
て
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漢
代
の
開
發
方
法
へ
囘
歸
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
︒

こ
の
杜
預
上
駅
は
︑
魏
晉
�
の
火
#
水
耨
を
傳
え
る
數
少
な
い
�
料
と
し
て
先
行
硏
究
に
お
い
て
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
西
嶋
定
生
氏
が

杜
預
上
駅
を
根
據
に
︑
漢
代
江
南
の
み
な
ら
ず
三
國
以
影
の
淮
域
で
も
陂
灌
漑
に
よ
る
火
#
水
耨
が
一
般
5
な
農
法
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
の

に
對
し
︑
米
田
賢

郞
︑
福
井
捷
D
各
氏
は
︑
火
#
水
耨
と
は
陂
決
壞
の
際
に
應
E
5
に
8
用
さ
れ
た
農
法
で
あ
り
︑
淮
北
に
は
こ
れ
と
は
衣

な
る
水
稻
栽
培
法
が
展
開
し
た
と
反
論
し
て
い
る
︒
著
者
は
︑
陂
と
火
#
水
耨
の
關
係
に
つ
い
て
﹁
農
法
自
體
が
ど
う
で
あ
れ
︑
陂
を
と
も
な

う
#
作
を
6
味
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る

(一
九
七
頁
)
﹂﹁
漢
代
以
>
︑
こ
の
地
域
は
未
だ
開
發
の
.
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
で
︑
陂

を
と
も
な
う
水
田
#
作
で
あ
る
﹃
火
#
水
耨
﹄
が
行
わ
れ
︑
F
高
地
で
は
陸
田
が
?
ら
れ
て
い
た
︒
(二
〇
六
頁
)
﹂
と
指
摘
す
る
に
止
ま
り
︑

具
體
5
な
言


を
G
け
て
い
る
︒
著
者
の
目
5
は
陂
円
設
を
3
じ
て
�
境
利
用
の
變
�
を
見
る
こ
と
で
あ
り
︑
火
#
水
耨
の
農
法
を
議
論
す
る

こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
︑
陂
は
本
書
の
中
で
H
度
と
な
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
著
者
に
と
っ
て
�
境
を
見
る
爲
の
重
�
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
る
︒
そ
の
陂
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
農
業
が
展
開
さ
れ
た
の
か
︑
�
境
�
5
視
點
か
ら
丁
寧
な
說
!
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

｢
第
三
部

水
利
技
	
と
古
代
東
ア
ジ
ア

︱
︱

淮
河
液
域
か
ら


鮮
�
島
・
日
本
列
島
へ
︱
︱
﹂
で
は
第
二
部
に
つ
づ
き
陂
に
焦
點
を
當

て
︑
中
國
淮
河
液
域
で
生
ま
れ
た
陂
の
?
營
技
�
の
J
鮮
K
島
・
日
本
へ
の
傳
播
を
指
摘
す
る
︒
第
十
違
で
は
︑
具
體
5
分
析
對
象
と
し
て
©

陂

(安
豐
塘
)
を
取
り
上
げ
る
︒
著
者
は
�
獻
�
料
や
安
豐
塘
の
發
掘
成
果
︑
さ
ら
に
一
九
九
一
年
に
淮
河
中
液
域
で
洪
水
が
發
生
し
た
際
に

撮
影
さ
れ
た
衞
星
寫
眞
を
利
用
し
つ
つ
︑
初
�
の
©
陂
は
壽
縣
を
洪
水
か
ら
守
る
L
水
池
で
あ
っ
た
が
︑
黃
河
河
4
の
變
�
に
よ
る
�
境
變
�

や
︑
牛
疫
の
發
生
に
よ
る
穀
物
生
產
減
少
の
液
れ
の
中
で
︑
後
漢
以
影
は
灌
漑
を
2
目
5
と
す
る
水
利
施
設
と
し
て
役
割
が
變
�
し
た
と
指
摘

す
る
︒
©
陂
は
後
漢
・
円
武
年
閒
に
︑
灌
漑
機
能
を
强
�
す
る
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
工
事
を
推
.
し
た
の
が
黃
河
治
水
で
著
名
な

王
景
で
あ
っ
た
︒
第
十
一
違
で
は
︑
黃
河
堤
の
修
築
で
培
わ
れ
た
王
景
の
水
利
技
�
が
©
陂
修
理
の
際
に
Q
葉
工
法

(散
草
法
)
と
し
て
活
用

さ
れ
た
と
指
摘
す
る
︒
こ
の
Q
葉
工
法
は
︑
韓
國
・
R
羅
4
の
碧
骨
堤

(百
濟
・
比
液
王
二
十
七
年
︿
三
三
〇
﹀
円
?
の
た
め
池
)
︑
さ
ら
に
日
本

の
河
內
�
野
に
?
營
さ
れ
た
狹
山
池

(七
世
紀
?
營
)
に
も
活
用
さ
れ
て
い
る
︒
第
十
二
違
で
は
︑
©
陂
に
見
ら
れ
た
陂
の
?
營
技
�
が
︑
J
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鮮
K
島
を
經
て
日
本
に
傳
播
し
た
こ
と
︑
技
�
傳
搬
の
擔
い
手
と
し
て
佛
僧
を
想
定
す
る
必
�
性
を
指
摘
す
る
︒
第
十
三
違
で
は
︑
韓
國
・
慶

北
大
學
校
T
物
館
藏
﹁
戊
戌
塢
作
碑
﹂
(推
定
五
七
八
年
或
六
三
八
年
?
)
を
取
り
上
げ
︑
た
め
池
型
水
利
施
設
を
め
ぐ
る
J
鮮
K
島
と
中
國
と

の
呼
稱
の
問
題
を
議
論
す
る
︒
中
國
の
た
め
池
?
成
技
�
が
傳
播
し
た
J
鮮
K
島
で
は
︑
陂
と
い
う
名
稱
は
用
い
ら
れ
ず
︑
代
わ
り
に
塢
が
W

わ
れ
て
い
る
︒
一
方
中
國
に
お
い
て
︑
塢
は
西
晉
時
代
に
﹁
塢
2
﹂
と
い
う
移
動
集
團
の
據
點
の
6
味
に
W
わ
れ
︑
從
來
︑
水
利
施
設
の
6
味

は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
著
者
は
︑
塢
に
關
聯
す
る
多
く
の
記
載
を
�
料
か
ら
拾
い
上
げ
︑
そ
の
結
果
︑
三
～
六
世
紀
の
長
江
中
下
液
域

に
お
い
て
︑
水
利
施
設
と
し
て
の
塢
の
呼
稱
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
X
す
る
︒
水
利
施
設
と
し
て
の
塢
の
名
稱
は
︑
中
國
で
は
2
�
な
語
義
で
な

か
っ
た
た
め
廢
れ
て
し
ま
い
︑
J
鮮
K
島
に
だ
け
殘
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
︒

第
三
部
で
は
︑
©
陂
の
?
成
を
中
心
と
す
る
水
利
技
�
の
傳
播
の
問
題
を
東
ア
ジ
ア
と
い
う
廣
い
枠
組
み
の
中
で
論
じ
て
︑
�
境
�
の
持
つ

﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂
と
し
て
の
側
面
を
强
'
す
る
︒
水
利
�
硏
究
に
携
わ
る
Y
者
に
と
っ
て
も
示
唆
に
富
む
指
摘
が
多
く
見
ら
れ
る

の
だ
が
︑
そ
の
一
方
で
水
利
技
�
の
傳
播
に
つ
い
て
は
︑
著
者
の
持
ち
味
で
あ
る
�
境
�
5
分
析
手
法
を
用
い
た
よ
り
具
體
5
硏
究
を
行
う
餘

地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
>
営
し
た
よ
う
に
︑
著
者
は
關
中
に
お
け
る
�
國
渠
の
水
利
灌
漑
︑
渭
南
地
區
に
お
け
る
長
安
と
昆
!
池
と
の

關
係
︑
さ
ら
に
淮
河
液
域
に
お
け
る
壽
縣
と
©
陂
の
關
係
等
︑
水
利
施
設
と
背
後
の
�
境
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
︒

同
樣
の
手
法
で
︑
中
國
の
華
南
・
華
北
︑
J
鮮
K
島
︑
日
本
各
地
に
お
け
る
立
地
�
境
を
ふ
ま
え
た
水
利
技
�
と
名
稱
の
變
�
に
つ
い
て
も
檢

討
す
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
︒
今
後
の
硏
究
に
�
待
し
た
い
︒

｢
第
四
部

黃
土
地
帶
の
�
境
�
﹂
に
は
︑
中
國
の
歷
�
地
理
硏
究
者
で
あ
る
�
念
海
氏
や
譚
其
驤
氏
の
學
說
に
依
據
し
つ
つ
︑
黃
土
高
原

そ
し
て
黃
河
下
液
域
の
�
境
變
�
の
歷
�
を
槪
說
し
た
論
�
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
�
念
海
氏
は
︑
黃
土
高
原
は
か
つ
て
森
林
に
/
わ
れ
た
�

坦
な
大
地
で
あ
っ
た
と
営
べ
︑
歷
�
上
の
農
業
・
牧
畜
の
比
重
が
こ
の
地
域
の
自
然
�
境
を
左
右
し
︑
と
り
わ
け
農
業
開
發
が
.
展
す
る
時
�

に
は
Z
生
破
壞
に
よ
る
沙
漠
�
が
.
行
す
る
と
指
摘
す
る
︒
黃
土
高
原
の
自
然
バ
ラ
ン
ス
は
︑
黃
河
に
液
れ
[
む
土
沙
の
量
に
影
\
を
與
え
る
︒

こ
れ
を
︑
黃
河
下
液
域
の
氾
濫
と
聯
動
さ
せ
た
の
が
譚
其
驤
氏
で
あ
っ
た
︒
第
十
四
違
︑
十
五
違
に
お
い
て
︑
著
者
は
︑
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
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論
考
︑
さ
ら
に
畫
宴
7
料
︑
現
地
'
査
の
成
果
を
怨
た
に
織
り
9
ぜ
な
が
ら
︑
兩
氏
の
學
說
を
な
ぞ
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
十
六

違
で
は
︑
現
在
の
黃
河
が
]
え
る
斷
液
の
問
題
を
歷
�
5
に
敍
営
す
る
と
い
う
︑
古
代
�
境
�
を
專
門
に
す
る
著
者
に
し
か
で
き
な
い
視
點
で

現
代
の
�
境
問
題
を
說
!
す
る
︒
歷
�
硏
究
者
の
み
な
ら
ず
︑
中
國
の
�
境
問
題
を
學
ぶ
者
に
と
っ
て
は
重
�
な
^
入
書
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

第
四
部
で
�
目
す
べ
き
は
︑
黃
土
高
原
や
黃
河
下
液
の
�
境
變
�
が
︑﹁
澤
﹂
の
形
成
・
_
滅
に
影
\
を
與
え
る
と
す
る
第
十
七
違
の
指
摘
で

あ
る
︒
`
代
以
>
︑
山
東
丘
陵
の
一
端
を
な
す
梁
山
南
麓
に
は
鉅
野
澤
と
よ
ば
れ
る
大
濕
地
帶
が
廣
が
っ
て
い
た
︒
後
晉
・
開
a
元
年

(
九
四

四
)
の
黃
河
決
壞
に
よ
り
河
液
が
變
�
す
る
と
︑
あ
ら
た
に
梁
山
の
北
側
に
ま
で
水
が
液
れ
出
て
︑
結
果
︑
梁
山
の
四
圍
を
取
り
卷
く
湖
沼
帶

が
出
現
す
る
︒
水
滸
傳
で
b
名
な
梁
山
泊
の
c
生
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
南
宋
・
円
炎
二
年

(一
一
二
八
)
︑
金
の
南
下
を
防
ぐ
た
め
に
人
爲
5
に

黃
河
堤
が
切
ら
れ
黃
河
が
南
液
す
る
と
︑
梁
山
泊
は
枯
渴
し
て
い
っ
た
と
い
う
︒
著
者
自
身
が
﹁
地
域
相
互
の
�
境
�
﹂
(あ
と
が
き
)
と
営
べ

る
よ
う
に
︑
黃
河
液
域
の
自
然
は
相
互
に
大
き
く
關
わ
り
な
が
ら
聯
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
第
十
八
違
十
九
違
に
は
︑
一
九
九
六
年

に
行
わ
れ
た
關
中
�
原
の
灌
漑
渠
・
洛
惠
渠
と
涇
惠
渠
の
'
査
記
錄
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
第
五
違
の
�
國
渠
の
論
考
の
基
と
な
っ
た
'
査
の

記
錄
で
も
あ
り
︑
關
中
乾
燥
地
農
業
の
實
態
を
知
る
上
で
重
�
な
7
料
で
あ
る
︒

｢
附
違

東
ア
ジ
ア
の
�
境
�
﹂
で
は
︑
中
國
を
對
象
に
し
た
日
本
の
�
境
�
硏
究
が
︑
古
代
�
の
み
な
ら
ず
&
代
�
に
至
る
ま
で
列
擧
さ

れ
て
い
る
︒﹁
古
代
﹂
だ
け
で
は
な
い
た
め
︑
附
違
と
い
う
形
で
收
錄
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
�
境
�
硏
究
の
^
入
書
と
し
て
非
常
に

b
益
で
あ
る
︒

二
．

以
上
槪
觀
し
た
よ
う
に
︑
本
書
で
は
︑
廣
域
な
空
閒
と
長
�
の
時
閒
を
對
象
と
し
た
多
樣
性
に
富
む
�
境
�
硏
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
つ

ぎ
に
︑
本
書
に
お
け
る
�
境
�
の
分
析
方
法
の
特
=
と
若
干
の
問
題
點
を
指
摘
す
る
︒

― 111 ―

307



(1
)
本
書
の
分
析
手
法
の
特
=

著
者
の
論
�
の
タ
イ
ト
ル
・
副
題
に
は
﹁
A
か
ら
B
へ
﹂
と
い
う
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
�
國
渠
か
ら
白
渠
へ
﹂

﹁
漢
か
ら
晉
へ
﹂﹁
淮
河
液
域
か
ら
J
鮮
K
島
・
日
本
へ
﹂
等
々
で
あ
る
が
︑
こ
れ
こ
そ
が
著
者
の
�
境
�
の
分
析
方
法
の
特
=
で
あ
る
と
言
え

る
︒
著
者
は
︑
歷
�
�
料
か
ら
A
と
い
う
特
定
の
地
域
・
時
代
に
お
け
る
�
境
事
象
と
人
閒
の
關
係
性
を
抽
出
し
︑
さ
ら
に
B
と
い
う
衣
な
る

時
點

(或
い
は
地
域
)
に
お
け
る
︑﹁
そ
れ
﹂
を
抽
出
す
る
︒
そ
し
て
︑
A
と
B
の
閒
に
︑
�
境
の
變
�
︑
あ
る
い
は
人
閒
の
�
境
へ
の
X
識
・

利
用
の
變
�
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
重
�
と
な
る
の
は
︑
切
り
取
ら
れ
る
空
閒=

地
域
の
個
性
や
︑
時
代
ご
と
の
�
境
狀
況
を
丁

寧
に
復
原
す
る
作
業
で
あ
る
︒
長
�
時
閒
軸
で
と
ら
え
る
﹁
地
域
�
﹂
の
�
素
で
あ
る
︒
著
者
は
對
象
地
域
と
し
て
關
中
�
原
︑
黃
土
高
原
︑

淮
北
�
原
さ
ら
に
黃
河
下
液
域
を
取
り
上
げ
︑
古
代
�
に
と
ら
わ
れ
ず
長
�
閒
に


ぶ
變
�
を
論
じ
て
い
る
︒

著
者
自
身
の
硏
究
の
步
み
を
記
し
た
﹁
私
の
履
歷
書
﹂
(﹁
あ
と
が
き
﹂
四
八
一
頁
)
に
目
を
3
す
と
︑
著
者
の
硏
究
が
數
々
の
國
內
外
に
お
け

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
共
同
現
地
'
査
の
機
會
を
經
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
本
書
の
も
つ
多
樣
性
は
︑
著
者
が
こ
れ
ま
で

樣
々
な
形
で
携
わ
っ
て
き
た
共
同
硏
究
に
來
源
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
課
題
'
査
に
お
い
て
︑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
2
旨
に
沿
い
つ
つ
獨
自
の
成
果

を
出
し
て
い
く
こ
と
は
︑
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
著
者
は
こ
れ
ら
の
機
會

チ
ャ
ン
ス

か
ら
︑
獨
自
の
着
想
を
得
て
︑
あ
る
い
は
重
�
な
エ
ッ

セ
ン
ス
を
讀
み
取
り
︑
そ
の
成
果
を
硏
究
に
反
映
さ
せ
て
來
た
︒
そ
の
�
た
る
も
の
が
�
國
渠
の
灌
漑
對
象
區
の
東
K
分
に
廣
が
る
﹁
鹵
地

(鹽
類
集
積
地
)
﹂
の
存
在
に
着
目
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

秦
瓜
一
の
經
濟
5
な
原
動
力
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
�
國
渠
に
つ
い
て
は
︑
從
來
︑
多
く
の
先
行
硏
究
に
お
い
て
言


さ
れ
て
き
た
︒
實
地
'

査
を
踏
ま
え
た
硏
究
に
は
鶴
閒
和
幸
氏
や
h
田
i
久
氏
の
論
考
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
渠
首

(取
水
口
)
の
み
の
'
査
・
指
摘
に
と
ど
ま
り
︑

灌
漑
對
象
區
R
體
へ
の
踏
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
著
者
は
︑
�
國
渠
の
灌
漑
區
R
般
へ
の
'
査
を
3
じ
て
︑
一
九
三
〇
年
代
に
發
生
し
た
涇

惠
渠
灌
漑
に
よ
る
鹽
@
の
敎
訓
︑
そ
こ
か
ら
現
地
で
も
鹽
@
防
止
の
た
め
排
水
路
が
完
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
實
を
確
X
す
る
︒
さ
ら
に
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﹃
水
經
�
﹄
以
影
︑
`
・
宋
～
!
・
淸
�
の
地
方
志
�
料
を
丹
念
に
'
べ
た
結
果
︑
標
高
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ラ
イ
ン

(故
�
國
渠
の
渠
4
に
あ
た

る
場
l
)
に
沿
っ
て
鹽
地
が
點
在
す
る
こ
と
に
�
目
す
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
著
者
は
�
國
渠
の
石
川
河
以
東
の
地
區
は
元
來
︑
鹽
が
吹
き
出
し
た

鹵
地
で
︑
農
#
不
)
地
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
m
す
る
の
で
あ
る
︒
戰
國
�
の
大
規
模
灌
漑
が
農
業
生
產
性
を
高
め
︑
結
果
と
し
て
秦
の
富

强
に
經
濟
5
に
貢
獻
し
た
と
す
る
�
記
以
來
の
Y
價
・
定
說
に
疑
念
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
︒

Y
價
す
べ
き
も
う
一
つ
の
點
は
︑﹁
澤
﹂
の
實
態
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
︒
澤
を
含
め
た
自
然
は
︑﹁
山
林
藪
澤
﹂
と
總
稱
さ
れ
︑
增
淵
龍

夫
氏
に
よ
り
專
制
君
2
權
力
を
荏
え
る
經
濟
5
基
盤
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
以
來
︑
古
代
�
硏
究
に
お
い
て
�
目
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑

山
林
藪
澤
の
實
態
に
つ
い
て
︑
つ
ま
り
︑
澤
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
る
の
か
︑
山
と
林
と
藪
と
が
な
ぜ
竝
記
さ
れ
る
か
と
い
う
點
は
從
來
ほ

と
ん
ど
言


さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
著
者
は
︑
黃
土
高
原
や
黃
河
下
液
域
の
'
査
を
3
じ
て
︑
澤
の
生
成
が
黃
河
の
動
き
と
聯
動
し
て
い
る
點

を
指
摘
︑
周
圍
に
山
林
が
存
在
す
る
�
境
條
件
に
つ
い
て
も
丁
寧
に
說
!
し
て
い
る
︒
著
者
の
鹵
地
や
澤
へ
の
指
摘
は
︑
�
境
�
の
手
法
を
用

い
る
こ
と
に
よ
り
古
代
�
硏
究
に
怨
た
な
風
を
吹
き
[
む
可
能
性
を
持
つ
重
�
な
成
果
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
山
林
藪
澤
に
言


す
る
際
︑﹁
(古

代
"
國
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
は
)
國
家
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
の
人
閒
の
思
考
の
あ
り
方
に
固
執
す
る
あ
ま
り
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
自
然
環
境

と
人
と
の
か
か
わ
り
か
た
と
い
う
よ
り
大
き
な
枠
組
み
を
考
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

(一
六
五
頁
)
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
(
�

境
�
の
方
法
は
)
人
閒
が
生
き
た
時
代
の
社
會
・
國
家
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は

ず
で
あ
る
﹂
と
も
営
べ
︑
(一
二
頁
)
﹂︑
著
者
が
旣
存
の
學
問
を
6
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
し
か
し
︑
著
者
の
^
き
出
す
結
論
の
ほ
と

ん
ど
が
︑
�
境
利
用
や
�
境
變
�
の
問
題
に
q
始
し
て
お
り
︑
古
代
社
會
や
國
家
の
見
方
に
正
面
か
ら
挑
む
よ
う
な
言


は
見
ら
れ
な
い
の
は

ま
こ
と
に
殘
念
で
あ
る
︒

(2
)
環
境
と
向
き
合
う
人
閒

︱
︱
2
體
は
誰
か
︱
︱

序
違

(三
頁
)
に
お
い
て
︑
著
者
は
本
書
の
目
5
が
﹁
人
閒
と
自
然
�
境
の
關
係
�
﹂
を
復
原
す
る
こ
と
だ
と
!
言
す
る
︒
そ
し
て
︑
�
境

― 113 ―

309



�
を
示
す
語
に
歐
米
で
は
﹁
e
co
lo
g
ica
l
h
isto
ry
(人
閒
を
生
態
系
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
る
)
﹂
と
﹁
e
n
v
iro
n
m
e
n
ta
l
h
isto
ry
(
人
閒
を
自
然
�

境
の
外
に
位
置
づ
け
︑
人
閒
が
そ
れ
に
ど
う
對
應
し
た
か
に
焦
點
を
あ
て
る
)
﹂
の
二
つ
が
あ
る
が
︑
著
者
は
︑
歷
�
硏
究
で
あ
る
以
上
︑
後
者
に
重

點
を
置
く
べ
き
だ
と
2
張
す
る
︒
ま
た
︑﹁
人
閒
が
自
然
�
境
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
の
か

(
一
二
頁
)
﹂﹁
自
然
は
人
閒
の
生
活
に
影
\

を
與
え
︑
人
閒
も
ま
た
︑
自
然
を
開
發
し
︑
改
變
・
破
壞
し
て
き
た
⁝
人
閒
と
自
然
�
境
�
の
關
係
�
を
﹃
�
境
�
﹄
と
呼
ぶ

(四
六
五
頁
)
﹂

と
繰
り
�
し
営
べ
る
︒
著
者
に
と
っ
て
︑
自
然
に
對
す
る
﹁
人
閒
﹂
は
重
�
な
タ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

そ
れ
で
は
︑
著
者
が
各
々
の
論
考
の
中
で
示
す
人
閒
と
は
︑
歷
�
上
の
ど
の
よ
う
な
2
體
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
書
が
�
う
時
代
や
地

域
は
多
岐
に


ん
で
い
る
が
︑
�
境
を
X
識
し
利
用
す
る
2
體
と
し
て
は
﹁
秦
﹂﹁
漢
﹂﹁
戰
國
楚
﹂
等
の
國
家
︑
或
い
は
時
の
爲
政
者
が
設
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
人
閒
と
し
て
の
個
が
際
立
つ
の
が
第
七
違
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
杜
預
で
あ
る
︒
こ
こ
で

は
﹁
杜
預
上
駅
﹂
を
軸
に
淮
北
の
陂
の
円
設
が
議
論
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
杜
預
と
い
う
個
人
が
際
立
つ
の
は
當
然
な
の
で
あ
ろ
う
︒
古
代
�
硏

究
に
お
い
て
細
部
を
�
求
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
︒
�
境
に
關
わ
る
對
象
が
﹁
國
家
﹂﹁
爲
政
者
﹂
と
な
る
の
は
︑
�
料
5
制
<
か
ら
致

し
方
な
い
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
自
然
に
對
す
る
人
閒
が
國
家
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
︒
例
え
ば
正
�
に
も

國
家
2
^
の
開
發
に
對
し
て
︑﹁
郡
人
皆
以
て
不
�
と
爲
す
﹂
(﹃
三
國
志
﹄
�
渾
傳
)
﹁
郡
中
�
怨
す
﹂
(﹃
漢
書
﹄
翟
方
.
傳
)
な
ど
の
語
が
記
さ

れ
︑
爲
政
者
と
民
と
の
閒
に
自
然
X
識
の
ズ
レ
や
︑
利
用
に
際
し
て
の
理
想
と
實
態
の
差
衣
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
�
境
と
い
う

日
常
を
取
り
卷
く
テ
ー
マ
を
�
う
限
り
︑
人
閒
を
よ
り
細
部
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
�
料
を
讀
み
解
こ
う
と
す
る
視
點
も
重
�
で
あ
ろ
う
︒

お

わ

り

に

著
者
は
﹁
�
境
問
題
は
⁝
ひ
と
つ
の
國
家
の
枠
組
み
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
問
題
で
あ
る
⁝
�
境
�
5
視
點
の
歷

�
學
が
向
か
う
べ
き
到
m
點
に
お
い
て
も
︑
そ
こ
に
は
國
境
は
な
い

(二
三
頁
)
﹂
と
営
べ
る
︒
さ
ら
に
︑
�
境
�
は
﹁
千
年
︑
二
千
年
の
時

閒
軸
で
と
ら
え
る
べ
き
課
題
が
多
い
︒
つ
ま
り
︑
�
境
�
を
と
ら
え
る
場
合
に
は
︑
こ
れ
ま
で
の
斷
代
�
5
な
時
代
區
分
や
古
代
・
中
世
・
&
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世
と
い
う
時
代
區
分
と
は
別
の
歷
�
5
展
開
を
想
定
す
る
必
�
が
あ
る
だ
ろ
う

(二
四
頁
)
﹂
と
指
摘
す
る
︒
こ
れ
ま
で
︑
斷
代
�
5
な
枠
組

み
に
と
ら
わ
れ
て
き
た
旣
存
學
問
を
超
え
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歷
�
硏
究
を
﹁
�
境
﹂
を
テ
ー
マ
に
.
め
て
い
く
事
が
︑
著
者
の
目
指
す
と
こ

ろ
な
の
だ
ろ
う
︒
一
方
で
︑
著
者
の
硏
究
者
と
し
て
の
出
發
點
は
秦
漢
�
に
あ
り
︑
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
多
く
の
具
體
事
例
は
︑
古
代
中

國
か
ら
材
料
を
得
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
時
代
區
分
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
�
境
�
の
必
�
性
を
指
摘
し
つ
つ
︑
著
者
自
身
は
秦
漢
�

硏
究
へ
の
こ
だ
わ
り
を
棄
て
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
今
後
︑
ど
ち
ら
に
軸
足
を
据
え
て
い
く
の
か
︒
著
者
獨
自
の
怨
た
な
方
法
で
︑
Y

者
の
感
じ
た
こ
の
矛
盾
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
�
待
し
つ
つ
︑
今
後
の
硏
究
に
�
目
し
た
い
と
思
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
本
書
は
︑
中
國
�
を

フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
﹁
�
境
�
﹂
硏
究
を
理
解
す
る
上
で
︑
必
讀
の
一
册
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

4(1
)

h
田
i
久
﹁
關
中
地
域
の
水
利
開
發

︱
︱
�
國
渠
・
成
國
渠
の

水
利
,
跡
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
(﹃﹁
社
會
科
﹂
學
硏
究
﹄
二
一
號
︑

一
九
九
一
年
)︑
鶴
閒
和
幸
﹁
違
水
渠
・
都
江
堰
・
�
國
渠
を
訪
ね

て
︱
︱
秦
"
國
の
形
成
と
戰
國
�
の
三
大
水
利
事
業
﹂﹃
中
國
水
利

�
硏
究
﹄
一
七
號
︑
一
九
八
七
年
︑
の
ち
﹃
秦
漢
"
國
の
形
成
と
地

域
﹄
(
�
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
)
收
錄
︒

(2
)

西
嶋
定
生
﹁
火
#
水
耨
に
つ
い
て
﹂
(﹃
和
田
T
士
�
曆
記
念
東
洋

�
論
叢
﹄
�
談
社
︑
一
九
五
一
年
︑
の
ち
﹃
中
國
經
濟
�
硏
究
﹄
東

京
大
學
出
版
會
︑
一
九
六
五
年
に
加
筆
收
錄
)︒
米
田
賢

郞
﹁
應

劭
﹃
火
#
水
耨
﹄
�
よ
り
見
た
る
後
漢
江
淮
の
水
稻
作
技
�
に
つ
い

て
﹂
(﹃
�
林
﹄
三
八
卷
五
號
︑
一
九
五
五
年
︑
の
ち
﹃
中
國
古
代
農

業
技
�
�
硏
究
﹄
同
�
舍
︑
一
九
八
九
年
l
收
)︑﹁
渠
陂
灌
漑
下
の

稻
作
技
�
﹂
(﹃
�
林
﹄
六
四
卷
三
號
︑
一
九
八
一
年
︑
の
ち
﹃
中
國

古
代
農
業
技
�
�
硏
究
﹄
l
收
)
︒
福
井
捷
D
・
河
野
泰
之
﹁︿
火
#

水
耨
﹀
再
考
﹂
(﹃
�
林
﹄
七
六
卷
三
號
︑
一
九
九
三
年
)︒

二
〇
一
六
年
二
�

東
京

�
古
書
院

二
二
糎

八+

四
八
一+

一
四
頁

一
二
〇
〇
〇
圓+

稅
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