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は
じ
め
に

　
地
域
史
研
究
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
可

能
性
が
あ
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り

日
本
史
、
日
本
古
代
史
研
究
全
体
を
見
渡
す
よ
う
な
議
論
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
徒
然
思
う
と
こ
ろ
に
す
ぎ
な
い
の

だ
が
、
駄
文
を
連
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
地
域
を
問
う
と
い
っ
た
場
合
、
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
地
域

的
な
個
別
性
や
多
様
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
立
脚
点
と
し
て
、

全
体
を
見
直
す
な
ど
の
固
有
の
意
味
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
視
点
は
す

で
に
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
日
本
古
代
史
研
究
で

は
多
く
の
地
域
史
研
究
が
重
ね
ら
れ
、
貴
重
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
点
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
近

頃
は
地
域
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
に
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
は
じ
め
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
地
域
の
議
論
の
仕
方
は
、
日
本
史
と
い
う
全
体
を
前

提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、そ
も
そ
も
日
本
史
と
い
う
個
別
史
は
、

ど
の
よ
う
な
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
が
心
許
な

い
の
で
あ
る
。
世
界
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
嵐
に
翻
弄
さ
れ
て
お
り
、

そ
う
し
た
事
態
に
対
抗
も
し
く
は
対
応
し
て
地
域
へ
の
眼
差
し
が
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
人
間
の
生
活
の
場
と
し
て
の
地
域

を
問
う
こ
と
を
通
じ
て
、
人
類
史
を
見
据
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い

い
の
だ
ろ
う
か
。

　
今
、
こ
こ
に
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
下
、
そ
う
し
た
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地
域
を
め
ぐ
る
論
点
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
新
し
い
地
域
を
め
ぐ

る
問
題
群
、
及
び
そ
れ
に
近
づ
く
た
め
の
新
た
な
研
究
方
法
を
紹
介

し
、
地
域
史
研
究
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

	
一
　
地
域
間
関
係
と
地
域
社
会

　
ま
ず
、
地
域
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
問

題
の
射
程
が
変
わ
る
の
は
当
然
だ
が
、こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、

人
間
が
生
活
す
る
上
で
意
味
を
も
つ
空
間
的
広
が
り
に
つ
い
て
で
あ

る
。も
と
よ
り
意
味
を
持
つ
と
い
う
の
は
、時
に
認
識
の
範
囲
で
あ
っ

た
り
、
具
体
的
に
作
用
・
機
能
す
る
空
間
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
可

変
的
な
の
だ
が
、
厳
密
に
そ
の
範
囲
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

性
格
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
曖
昧
さ
を
保
持
し
た
ま
ま
扱
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
範
疇
を
措
定
す
る
こ
と
へ
の
批
判
も

あ
り
え
よ
う
が
、
お
お
く
く
り
に
問
題
を
捉
え
る
こ
と
も
時
に
有
効

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
程
度
の
も
の
と
し
て
地
域

を
考
え
る
。

　
歴
史
学
は
過
去
と
い
う
時
間
に
関
す
る
学
問
な
の
だ
が
、
歴
史
の

展
開
す
る
「
場
」
は
空
間
と
し
て
存
在
し
た
。
歴
史
学
は
そ
う
し
た

時
空
間
を
把
握
し
、
理
解
す
る
学
問
な
の
で
あ
り
、
空
間
的
に
事
物

を
把
握
す
る
こ
と
も
歴
史
学
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
だ

が
、
こ
の
点
は
考
古
学
も
同
様
で
あ
る
。
考
古
学
で
は
遺
物
・
遺
構

の
編
年
を
基
礎
と
し
て
、
考
古
資
料
の
操
作
に
よ
り
対
象
を
理
解
す

る
の
だ
が
、
例
え
ば
古
墳
時
代
の
場
合
、
単
体
の
古
墳
が
も
の
を
言

う
わ
け
で
は
な
く
、
類
例
と
対
比
さ
せ
る
操
作
が
必
須
で
あ
り
、
そ

の
作
業
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
と
な
る
。
必

然
的
に
考
古
学
的
分
析
の
基
礎
に
は
、
対
象
の
相
互
関
係
の
理
解
が

横
た
わ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
地
域
間
関
係
な
ど
と
し
て

表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
考
古
学
が
空
間
を
得
意
と
す
る
の
は
、

そ
の
存
立
に
由
来
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
は
時
間
軸
を
中
心
に
議
論
を
す
す
め
、
考
古

学
と
歴
史
学
と
の
方
法
的
差
異
が
強
調
さ
れ
て
き
た
り
も
し
た
の
だ

が
、
過
去
を
対
象
と
す
る
歴
史
学
に
と
っ
て
、
文
字
資
料
の
み
が
そ

の
研
究
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
過
去
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
以
上
、
過
去
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

資
料
が
駆
使
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
過
去
を
よ
り
実
態
的
に
あ

き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
時
空
間
の
復
原
と
い
う
視
点
が
必
要
で

あ
る
。
今
か
ら
十
年
以
上
前
に
、『
史
学
雑
誌
』
の
「
回
顧
と
展
望
」

に
「
五
世
紀
の
王
権
を
構
成
す
る
の
が
首
長
間
の
連
合
体
で
あ
る
以

上
、
王
権
形
成
史
は
地
域
間
の
首
長
の
交
流
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
王
権
形
成
史
は
、
地
域
に
即
し
て
具
体
的
に
論
じ

ら
れ
る
段
階
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
地
域
間
交
流
の
具
体
化
が
課

題
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
考
え
は
今
も
変
わ
ら

な（
（
（

い	

。
地
域
間
関
係
史
と
し
て
王
権
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
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こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
考
古
学
と
応
答
し
つ
つ
、
地
域

に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
地
域
そ
の
も
の
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
日
本
古
代

史
研
究
で
は
地
域
社
会
を
問
う
こ
と
は
行
わ
れ
て
き
た
。
古
く
は
、

石
母
田
正
の
在
地
首
長
制
論
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が（
2
（、
い
ろ
い

ろ
な
機
会
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
議
論
は
具
体
的
な
地
域
分

析
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
作
業
仮
説
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
の
社
会
構
成
体
を
め
ぐ
る
論
争
を
背
景
に
生
ま
れ
た
学

説
で
あ
り
、理
念
的
に
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
石
母
田
以
降
、

日
本
の
古
代
社
会
に
お
い
て
在
地
首
長
、
首
長
な
る
も
の
の
姿
を
検

証
し
よ
う
と
試
み
る
の
だ
が
、
首
長
制
原
理
が
存
在
し
、
そ
れ
が
機

能
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
え
た
研
究
は
存
在
し
な
い
。

　
あ
る
意
味
、
首
長
の
姿
を
実
証
し
得
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な

の
だ
が
、
現
在
に
至
る
も
在
地
首
長
制
論
を
継
承
す
る
原
生
的
共
同

体
論
に
依
拠
す
る
研
究
は
根
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。
原
生
的
共
同

体
論
は
、
女
性
史
研
究
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
、
家
父
長
制
的
世

帯
共
同
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
個
別
経
営
の
存
在
を
否
定
し
、

非
自
立
的
で
流
動
的
な
小
家
族
が
、
首
長
に
よ
り
人
格
的
に
体
現
さ

れ
る
共
同
体
を
漂
う
と
い
う
未
開
な
古
代
社
会
像
を
描
く（
3
（。

古
代
国

家
の
支
配
の
基
礎
に
こ
う
し
た
共
同
体
を
措
定
す
る
こ
と
は
、
石
母

田
か
ら
さ
ら
に
遡
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
ア
ジ
ア
的
共
同
体
論
に
帰
着
す

る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
、
地
域
社
会
が
そ
の
ま
ま
共
同
体
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
に
、
地
域
社
会
内
の
諸
現
象
は
、
措
定
さ
れ
た
首
長
制
支

配
の
名
の
も
と
に
、
無
批
判
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ

る
。
在
地
首
長
制
論
を
前
提
に
、
古
代
の
地
域
社
会
の
実
態
を
考
え

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
理
論
的
困
難
と
は
別
に
、
古
代
地
域
史
研
究
の
条
件
は

変
化
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
都
城
以
外
の
諸
地
域
で
出
土
す
る
木

簡
や
墨
書
土
器
な
ど
の
新
史
料
は
い
ず
れ
も
地
域
社
会
の
実
態
を
考

え
る
上
で
有
効
で
あ
る
。
個
々
の
研
究
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
紙
幅

の
都
合
で
控
え
る
が
、
地
域
社
会
の
実
態
を
め
ぐ
る
実
証
的
成
果
は

確
実
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
統
合
的
に
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の

理
論
的
枠
組
み
が
桎
梏
で
あ
る
。

　
歴
史
学
は
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
で
あ
る
た
め
、
古
代
社
会

の
実
態
が
当
然
問
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
古
代
の
社
会
組
織
の
認
識
を

め
ぐ
る
議
論
の
中
か
ら
、
よ
り
実
態
に
近
い
も
の
と
し
て
村
落
首
長

－
個
別
経
営
論
が
提
起
さ
れ（
4
（、
村
落
を
含
む
地
域
社
会
の
構
造
の
具

体
的
な
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
古
代
の
人
々
の
生
活
は
、
家
族

的
小
集
団
の
基
礎
的
な
結
合
と
村
落
組
織
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る

の
だ
が
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
村
を

単
位
に
生
活
す
る
人
々
の
日
常
に
密
着
し
た
形
で
の
水
田
や
山
野
河

海
の
用
益
の
実
態
な
ど
、
ま
だ
判
ら
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
し
、
村

落
を
構
成
す
る
家
族
的
小
集
団
が
、
土
地
を
用
益
・
占
有
す
る
に
し
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て
も
、
起
耕･

播
種･

収
穫
ま
で
を
自
ら
の
計
算
で
実
施
し
え
た
か

ど
う
か
、
村
落
的
規
制
の
評
価
は
こ
れ
ま
で
の
論
争
の
焦
点
で
も
あ

る
。

　
村
落
で
の
生
活
に
即
し
て
も
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
は
多
く
あ
る

が
、
人
々
の
取
り
結
ぶ
諸
関
係
は
こ
の
範
囲
で
完
結
す
る
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
人
々
が
村
落
を
越
え
た
ど
の
よ
う
な
空
間
的
広
が
り
に

お
い
て
、
如
何
な
る
関
係
を
も
と
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
、
物
資

の
流
通
や
通
婚
の
実
態
な
ど
も
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

生
活
の
あ
り
方
が
公
的
秩
序
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
国
家
に
よ
る

支
配
が
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
た
の
か
、
日
本
古
代
の
地
域
社
会

を
全
体
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
地
域
社
会

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
よ
り
構
造
化
さ
れ
て
お
り
、
村
々
は
そ
れ

を
取
り
巻
く
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
・
自
然
的
諸
関
係
の
中
に

存
在
し
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
を
捉
え
う
る
村
落
史
を
超
え
た

視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
も
と
よ
り
、
こ
こ
に
は
多
様
な
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
切
り
口
が
あ
り
え
る
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
、
自
ら
の
関
心
に

し
た
が
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
自
然
的
条
件
は
や
は
り
無
視
し
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
水

田
や
山
野
河
海
の
用
益
に
か
か
わ
る
生
産
過
程
な
ど
は
直
接
影
響
を

被
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
当
時
の
人
々
の
身
体
、
生
存
に
も

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
古
代
の
人
々

の
生
活
、
生
存
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
、
人
間
の
文
化
的
・
自
然
的

条
件
に
規
定
さ
れ
た
、
そ
の
時
々
の
適
応
を
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
適
応
を
統
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
地
域

生
活
史
で
は
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
だ

が
、
こ
の
点
で
示
唆
を
与
え
る
の
が
生
態
学
で
あ
る
。

　
狭
義
の
生
態
学
と
は
、
生
物
の
進
化
を
扱
う
よ
う
な
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
ヒ
ト
の
環
境
へ
の
適
応
を
研
究
す
る
の
が
人
類
生

態
学
で
あ
り
、医
学
・
生
物
学
・
気
候
学
な
ど
の
自
然
系
の
諸
分
野
と
、

人
類
学
・
社
会
学
・
地
理
学
な
ど
の
人
文
系
の
諸
分
野
の
協
力
が
不

可
欠
な
新
た
な
学
問
で
あ
る（
5
（。

人
間
は
社
会
を
構
成
し
文
化
・
文
明

を
有
す
る
点
で
、
動
植
物
の
生
態
を
問
う
の
と
は
異
な
る
。
そ
の
た

め
、
人
間
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
学
問
が
関
わ
っ
て
、
人
間

の
生
存
と
適
応
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
一
九
世
紀
の
古
典

理
論
で
措
定
さ
れ
た
人
と
自
然
を
め
ぐ
る
哲
学
的
関
係
を
前
提
と
す

る
の
で
は
な
く
、
現
代
科
学
の
普
遍
的
な
文
脈
を
基
礎
に
、
そ
れ
は

組
み
立
て
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
環
境
と
生
態
に
関
す
る
関
心
は
、
す
で
に

考
古
学
や
日
本
中
世
史
研
究
で
も
一
般
的
で
あ
る（
6
（。そ
れ
に
比
し
て
、

日
本
古
代
史
の
分
野
で
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
の
こ
と
だ
が
、

研
究
が
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る（
7
（。
人
々
の
生
活
と
生
存
の
場
と
し

て
の
地
域
社
会
を
生
態
学
的
に
捉
え
直
す
こ
と
は
意
味
あ
る
こ
と
と

考
え
る
。
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二
　
地
域
社
会
の
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

	

　
―
飢
饉
と
疫
病
―

　
古
代
の
地
域
社
会
に
対
す
る
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
論
点
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
日
本
の
古
代
社
会
は
流
動
性
の
高
い
不
安
定
な
社
会
で

あ
っ
た
。
多
産
多
死
型
の
社
会
で
あ
り
、
多
く
の
命
が
生
ま
れ
る
と

と
も
に
、
亡
く
な
る
と
い
う
、
い
わ
ば
新
陳
代
謝
の
激
し
い
社
会
で

あ
っ
た（
8
（。

家
族
的
結
合
も
不
安
定
で
あ
り
世
帯
も
流
動
的
で
あ
る
。

再
婚
に
よ
る
世
帯
の
再
構
成
が
頻
発
す
る
の
だ
が（
9
（、
こ
う
し
た
流
動

性
は
男
女
関
係
が
双
系
制
に
適
合
し
た
対
偶
婚
に
規
定
さ
れ
て
い
た

だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
の
自
然
条
件
へ
の
適
応
状
况
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
（1
（

。
そ
の
自
然
的
条
件
を
客
観
的

に
示
す
こ
と
が
課
題
な
の
だ
が
、
古
代
に
お
い
て
、
人
々
の
生
活
に

直
接
的
に
影
響
を
与
え
た
最
大
の
脅
威
は
、飢
饉
と
疫
病
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
地
震
や
風
水
害
、
火
山
噴
火
な
ど
の
自
然
災
害
も
発
生
す

る
が
、
飢
饉
と
疫
病
の
発
生
頻
度
と
被
害
の
空
間
的
広
が
り
に
は
及

ば
な
い
。

　
日
本
中
世
史
研
究
に
よ
る
と
、
平
安
時
代
後
期
の
温
暖
化
以
降
、

炎
暑
・
旱
魃
・
飢
饉
・
疫
病
が
引
き
起
こ
さ
れ
慢
性
的
な
農
業
危
機

の
時
代
を
迎
え
る
こ
と（
（（
（

、
さ
ら
に
中
世
後
期
に
慢
性
的
な
飢
饉
に
見

舞
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。そ
う
し
た
飢
饉
時
に
は
、

旧
暦
の
季
節
で
言
え
ば
春
か
ら
初
夏
に
死
亡
が
集
中
す
る
の
だ
が
、

実
は
こ
う
し
た
死
亡
の
季
節
性
は
古
代
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

　『
続
日
本
紀
』
の
飢
饉
の
記
事
百
四
十
一
件
を
拾
い
出
し
て
み
る

と
、
そ
の
記
事
が
か
け
ら
れ
て
い
る
月
は
、
旧
暦
の
春
三
月
か
ら
夏

四
月
に
か
け
て
が
最
も
多
く
、
こ
の
時
期
に
飢
饉
の
記
事
が
集
中
す

る（
（1
（

。
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
の
備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳
は
大
税

出
挙
を
受
け
死
亡
し
た
者
の
負
税
を
免
除
す
る
た
め
の
帳
簿
で
、
死

亡
人
の
歴
名
と
免
税
額
・
死
亡
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が（
（1
（

、
そ
の

死
亡
月
日
を
集
計
し
て
み
る
と
、
突
出
し
て
多
い
の
が
夏
五
月
で

あ
っ
た
。
天
平
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
は
、
そ
の
前
後
に
比
し

て
ま
れ
に
み
る
安
定
し
た
年
で
あ
り
、
備
中
国
は
飢
饉
に
見
舞
わ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
が
平
年
の
状
况
な
の
で
あ
ろ
う（
（1
（

。

　
新
村
拓
は
、
平
安
末
に
い
た
る
上
中
級
官
人
の
死
亡
月
や
疫
病
発

生
の
記
録
を
精
査
し
て
、
疫
病
が
春
三
月
か
ら
夏
五
月
に
多
く
発
生

し
、
夏
五
月
か
ら
初
秋
の
七
月
に
死
亡
す
る
例
の
多
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が（
（1
（

、
こ
の
よ
う
に
死
亡
が
集
中
す
る
こ
と
の
背
景
に
は
、

「
夏
時
に
至
り
て
、
必
ず
飢
饉
あ
り
」
と
表
現
さ
れ
る
状
况
が
存
在

し
た（
（1
（

。
史
料
上
「
飢
疫
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
飢
饉
が
発
生
す

る
と
必
然
的
に
疫
病
が
蔓
延
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
飢
饉
の

状
態
で
は
栄
養
状
態
が
悪
化
し
抵
抗
力
も
弱
ま
り
、
悪
食
も
行
わ
れ

た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
慢
性
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的
な
飢
饉
状
態
に
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
に
と
も
な
い
疫
病
に
見
舞
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
古
代
社
会
の
基
礎
的
条
件
で
あ
っ
た
。

　
古
代
の
疫
病
に
つ
い
て
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
天
然
痘
の

大
流
行
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
具
体
的
に
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
時
、
中
央
政
府
の
医
療
行
政
を
担
っ
て
い
た

典
薬
寮
と
全
国
の
国
衙
で
は
常
に
準
備
す
べ
き
薬
と
し
て
、
傷
寒
・

時
気
・
瘧
・
利
・
傷
中
・
金
創
の
諸
薬
が
規
定
さ
れ
て
い
た（
（1
（

。
こ
の

う
ち
、
傷
寒
は
寒
気
に
よ
る
熱
の
病
、
時
気
も
四
季
の
気
候
変
化
に

反
し
て
起
こ
る
時
々
の
病
で
あ
る
が
、
瘧
は
ハ
マ
ダ
ラ
カ
が
媒
介
す

る
マ
ラ
リ
ア
原
虫
に
よ
る
感
染
症
で
あ
り
、
利
は
赤
痢
菌
感
染
に
よ

る
下
痢
や
発
熱
な
ど
の
症
状
、傷
中
は
内
臓
の
疾
患
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
が
普
遍
的
な
疾
病
で
あ
っ
た
。
人
類
が
畜
群
を
管
理
す
る
よ

う
に
な
っ
て
以
来
、
犬
・
牛
な
ど
に
由
来
す
る
結
核
や
麻
疹
な
ど
の

感
染
症
が
人
間
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
く
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
病

原
体
は
日
本
の
古
代
に
も
存
在
し
た（
（1
（

。
そ
れ
ら
の
病
原
体
が
存
在
す

る
た
め
に
は
、
宿
主
と
の
接
触
が
不
可
欠
で
あ
り
、
一
定
程
度
の
人

口
の
集
中
が
必
要
な
の
だ
が
、
古
代
に
お
い
て
も
っ
と
も
人
口
密
度

が
高
か
っ
た
の
は
都
城
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
都
城
と
地
方
の
地
域
社
会
を
結
ぶ
最
大
の
往
来
は
、
毎
年
二
月
・

四
月
・
六
月
・
八
月
の
舂
米
輸
納
、
冬
十
月
か
ら
の
調
庸
輸
納
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
数
千
人
規
模
の
脚
夫
と
駄
馬
・
牽
夫
が
上
京
し
た（
11
（

。

都
城
を
造
営
し
て
い
た
時
期
に
は
こ
の
上
に
役
夫
も
徴
発
さ
れ
た
が
、

彼
ら
は
「
諸
国
役
夫
及
運
脚
者
。
還
レ
郷
之
日
。
糧
食
乏
少
。
無
レ
由

レ
得
レ
達
」
と
い
う
状
况
で
あ
っ
た（
1（
（

。
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
の

冬
に
は
平
城
京
の
市
辺
に
餓
人
が
多
く
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

諸
国
の
「
調
脚
」
の
帰
郷
困
難
者
で
あ
り
、「
或
因
レ
病
憂
苦
。
或
无

レ
糧
飢
寒
」
と
い
う
有
り
様
だ
っ
た（
11
（

。
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
二
月
四

日
に
は
、「
往
還
百
姓
、
在
レ
路
病
患
、
或
因
二
飢
渇
一
、
即
致
二
死
亡

一
。」
の
だ
が
、
死
骸
が
路
傍
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
そ
の

埋
葬
が
命
じ
ら
れ
る（
11
（

。
こ
こ
に
み
え
る
往
還
の
百
姓
で
路
に
在
り
て
病

を
患
う
も
の
と
は
、
京
中
で
流
行
し
て
い
た
疫
病
に
罹
患
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
大
同
二
年
の
末
よ
り
京
で
は
疫
病
が
流
行
し
て
お
り
、
大

同
三
年
に
至
っ
て
全
国
へ
と
拡
大
し
、
五
月
に
は
飢
疫
を
言
上
す
る
諸

国
の
調
が
免
除
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
よ
う
に
、
京
下
で
疫
病
に
さ

ら
さ
れ
る
脚
夫
は
多
く
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
彼
ら
が
帰
国
す
る
こ
と

で
、
諸
国
が
飢
疫
を
言
上
す
る
事
態
に
至
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り

列
島
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
疫
病
も
あ
る
が（
11
（

	

、
古
代
最
大
の
人
口
集

中
地
で
あ
る
都
城
へ
と
上
京
し
た
脚
夫
た
ち
は
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な

病
原
体
と
接
触
し
た
。
都
城
へ
と
中
央
化
さ
れ
る
人
と
物
の
シ
ス
テ
ム

を
介
し
て
、
列
島
各
地
に
疫
病
は
拡
散
し
た
の
で
あ
る（
11
（

	

。

　
こ
う
し
た
疫
病
が
地
域
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
だ
が
、
時
に
壊
滅

的
打
撃
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
貞
観
年
間
に
は
全
国
で

疫
病
が
大
流
行
す
る
が
、ま
ず
貞
観
五
年（
八
六
三
）正
月
廿
七
日
に
、

御
在
所
及
び
建
礼
門
・
朱
雀
門
で
災
疫
を
攘
く
た
め
大
祓
が
行
わ
れ
、
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飢
病
尤
も
甚
だ
し
と
し
て
京
中
で
賑
給
が
行
わ
れ
る
。こ
の
時
は「
自

二
去
年
冬
末
一
、
至
二
于
是
月
一
、
京
城
及
畿
内
畿
外
、
多
患
二
咳
逆
一
、

死
者
甚
衆
矣
」
と
い
う
有
様
だ
っ
た（
11
（

。
こ
の
場
合
、
咳
逆
（
し
わ
ぶ

き
や
み
）
と
さ
れ
る
呼
吸
器
系
の
疾
患
が
流
行
す
る
の
だ
が
、
咳
逆

は
そ
の
後
も
収
ま
る
こ
と
な
く
、
こ
の
疫
病
を
も
た
ら
し
た
の
は
怨

霊
の
仕
業
と
し
て
、
つ
い
に
は
平
安
京
の
神
泉
苑
で
怨
霊
を
鎮
め
る

た
め
の
御
霊
会
が
執
り
行
わ
れ
る
に
至
る
。貞
観
六
年
に
入
っ
て
も
、

疫
病
は
拡
散
し
、「
今
疫
死
百
姓
、
無
二
国
不
一
レ
申
」
と
い
う
状
況

に
な
る
が（
11
（

、
な
か
で
も
山
陽
・
南
海
の
被
害
が
深
刻
だ
っ
た
よ
う
で
、

十
一
月
に
は
五
畿
内
と
山
陽
・
南
海
道
で
般
若
大
乗
を
転
読
さ
せ
て

い
る（
11
（

。
そ
し
て
、
貞
観
七
年
・
八
年
に
か
け
て
伊
勢
・
志
摩
・
因
幡
・

隠
岐
・
出
雲
・
隠
岐
・
美
作
・
備
前
・
備
中
と
い
っ
た
国
々
で
疫
病

の
被
害
が
発
生
す
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）

八
月
五
日
乙
酉
条
に
は
、「
免
二
除
隠
岐
国
貞
観
七
八
両
年
疫
死
百
姓

三
千
一
百
八
十
九
人
一
」
と
あ
り
、
隠
伎
国
の
被
害
状
況
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
記
事
に
は
脱
文
が
あ
る
の
だ
が
、
疫
病
で
亡
く
な
っ
た
人
の

負
税
が
免
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
貞
観
七
年
と

八
年
の
二
ヵ
年
で
隠
岐
国
で
は
三
千
一
百
八
十
九
人
が
死
亡
し
た
こ
と

が
判
明
す
る
が
、『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
、
隠
岐
国
は
四
郡
十
一
郷
で

構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
、
一
郷
の
人
口
を
ほ
ぼ
千
人
前
後
と
仮
定
す
る

と
、
最
大
で
一
万
千
人
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
は
負
債
を
か
か
え

た
ま
ま
死
亡
し
た
人
の
数
な
の
で
、
そ
れ
以
外
の
人
や
乳
幼
児
を
含

め
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
の
疫
病
で
死
亡
し
た
人
の
数
は
こ
れ
を
大
幅
に

上
回
る
と
思
わ
れ
る
。
天
明
の
大
飢
饉
で
は
、
八
戸
藩
の
人
口
は
半

減
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が（
11
（

、
大
飢
饉
の
被
害
と
し
て
、
あ
り
得
な

い
数
字
で
は
な
い
だ
ろ
う（
11
（

。

　
飢
疫
に
見
舞
わ
れ
人
口
が
減
少
す
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
を
構
成

し
て
い
た
人
々
の
結
合
は
崩
壊
し
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
人

身
売
買
に
よ
る
奴
婢
の
発
生（
1（
（

、
再
婚
に
よ
る
世
帯
の
再
構
築
も
そ
う

し
た
再
編
成
の
一
つ
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
こ

う
し
た
飢
疫
は
全
国
一
律
に
出
現
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
貞
観

年
間
の
隠
伎
国
と
同
様
、
天
平
九
年
の
天
然
痘
被
害
に
見
舞
わ
れ
た

地
域
で
は
人
口
が
半
減
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
が（
11
（

、
全
体
と
し
て
奈

良
時
代
初
頭
か
ら
平
安
時
代
初
頭
に
か
け
て
、
か
な
り
の
人
口
増
加

が
見
込
ま
れ
て
も
い
る（
11
（

。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
列
島
全
体
は
モ
ザ

イ
ク
状
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
地
域
社
会
を
単
位
と
し
た

分
析
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
社
会
の
人
口
動
態
は
、
列
島
全
体
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
え
る
鍵
に
も
な
る
だ
ろ
う（
11
（

。

	

三
　
地
域
史
研
究
の
新
た
な
方
法

	
　
　
―
空
間
分
析
―

　
こ
う
し
た
人
間
と
環
境
と
の
関
係
は
、
思
弁
的
に
措
定
さ
れ
る
だ
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け
で
な
く
、
検
証
可
能
な
形
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

た
め
に
は
、
統
計
な
ど
の
定
量
分
析
が
必
要
な
の
だ
が
、
古
代
史
研

究
で
は
統
計
的
な
処
理
に
適
し
た
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
数
値

に
よ
り
「
実
証
」
で
き
る
も
の
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
手
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
だ
が
、
直

接
的
に
実
験
や
観
察
を
行
え
な
い
学
問
分
野
で
は
、
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
手
法
が
一
般
化
し
て
お
り
、
現
代
科
学
は
こ
う
し
た
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
、
大
宝
二
年
籍
を
定
点
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
出
生

率
で
そ
の
人
口
を
維
持
で
き
る
か
、そ
の
場
合
の
婚
姻
・
出
産
と
い
っ

た
現
象
が
ど
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
か
、
人
口
変
動
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
て
き
た
が	

、
史
料
か
ら
確
実
に
お
さ
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
を
定
点
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
試
み
る

こ
と
は
歴
史
学
に
と
っ
て
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
本
来
な
ら
、
以
上
に

示
し
た
論
点
に
つ
い
て
、
そ
の
検
証
結
果
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば

よ
い
の
だ
が
、
現
段
階
で
そ
こ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら

は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
前

提
に
あ
た
る
地
域
社
会
を
理
解
す
る
た
め
の
空
間
分
析
の
手
法
に
つ

い
て
述
べ
て
お
き
た
い	

。

　
ま
ず
地
域
社
会
を
空
間
と
し
て
計
算
機
上
に
再
現
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
標
高
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
地
形
を
復
原
す
る
。
も
ち

ろ
ん
大
地
は
人
間
の
長
い
間
の
用
益
に
よ
り
改
変
さ
れ
て
お
り
、
古

代
の
地
形
を
正
確
に
復
原
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
な
の
だ
が
、
海
岸

線
も
含
め
て
お
お
よ
そ
の
復
原
は
可
能
で
あ
る
。
標
高
デ
ー
タ
は
、

メ
ッ
シ
ュ
毎
の
標
高
数
値
で
あ
り
、
現
在
で
は
場
所
に
よ
っ
て
数

メ
ー
ト
ル
オ
ー
ダ
ー
の
デ
ー
タ
も
存
在
す
る
が
、
分
析
の
レ
ン
ジ
に

あ
わ
せ
て
選
択
す
る
。
古
代
の
郡
程
度
の
規
模
の
空
間
分
析
で
あ
れ

ば
三
〇
メ
ー
ト
ル
メ
ッ
シ
ュ
の
標
高
デ
ー
タ
で
も
十
分
可
能
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
沖
積
地
な
ど
の
比
較
的
平
旦
な
地
域
の
場
合
、
沖
積
の

度
合
い
や
旧
河
道
の
復
原
に
困
難
が
伴
う
。
ど
の
場
所
で
も
同
じ
条

件
で
復
原
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
空
間
の
用
益
に
つ
い
て
は
、
水
田
の
復
原
、
周
辺
の
山
野
河
海
の

復
原
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
で
は
土
地
条
件
図
な
ど
さ
ま
ざ

ま
の
有
益
な
図
が
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
古
代
の
詳
細
な
土
地
条
件

図
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
古
代
・
中
世
の
荘
園
絵
図
、
近
世
の
絵
図

な
ど
も
利
用
し
て
、
古
代
に
お
け
る
水
田
空
間
、
山
野
河
海
の
空
間

を
復
原
す
る
必
要
が
あ
る
。
土
地
の
傾
斜
角
・
傾
斜
方
向
を
計
算
す

る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
、
水
田
化
の
可
能
な
土
地
と
山
地
と
し
て
用

益
さ
れ
る
土
地
を
区
別
で
き
る
が
、
分
析
対
象
の
地
域
に
即
し
て
丹

念
に
追
う
必
要
が
あ
る
。

　
近
世
ま
で
の
村
の
範
囲
な
ど
は
水
系
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
た

し
、古
墳
時
代
で
も
首
長
系
譜
が
小
水
系
に
よ
り
た
ど
ら
れ
る
な
ど
、

水
系
の
復
原
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
空
間
を
構
成
す
る
各
メ
ッ

シ
ュ
に
等
量
の
降
雨
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
、
傾
斜
方
向
に
よ
り
集
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水
範
囲
を
計
算
す
る
こ
と
で
、
水
系
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
閾

値
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
小
さ
な
水
系
か
ら
大
き
な
水
系
ま
で
を

示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
水
系
は
自
然
的
な
領
域
の
意
味
を
も
つ

の
で
、
空
間
を
構
造
化
す
る
際
に
有
益
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
自
然
的
な
地
理
的
空
間
を
復
原
す
る
際
の
基
本
的
な
考

え
方
だ
が
、
そ
こ
で
人
々
が
ど
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
た
の
か
が
問

題
で
あ
る
。
人
の
生
活
の
痕
跡
は
里
（
郷
）
が
手
が
か
り
に
な
る
。

古
代
で
は
五
十
戸
で
里
（
郷
）
が
編
成
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
お
お

よ
そ
二
か
ら
三
の
村
が
含
ま
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
里
は
、
人
為

的
な
組
織
で
あ
り
原
理
的
に
領
域
を
も
た
な
い
の
だ
が
、
里
名
が
地

名
化
す
る
場
合
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
里
に
編
成
さ
れ
た
人
々
が
多

く
集
住
し
て
い
た
場
所
も
存
在
す
る
。
里
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、

あ
る
程
度
の
人
の
ま
と
ま
り
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
手

順
だ
が
、
今
で
も
里
の
遺
存
地
名
か
ら
分
布
を
推
定
す
る
よ
う
に
、

お
お
よ
そ
の
場
所
に
代
替
座
標
を
設
定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
厳
密
な

座
標
な
ど
求
め
よ
う
が
な
い
の
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
で
里
が
編
成
さ

れ
た
と
し
た
場
合
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
小
学
校
や
郵
便
局
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
で
代
替
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
空
間
上
に
散
り
ば
め
ら

れ
た
里
の
代
替
座
標
を
も
と
に
し
て
、
隣
接
す
る
二
点
間
の
直
線
の

中
心
に
垂
直
二
等
分
線
を
引
く
こ
と
で
近
接
領
域
を
分
割
す
る
ボ
ロ

ノ
イ
分
割
を
行
え
ば
、
里
を
単
位
と
し
た
仮
想
の
小
領
域
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
仮
想
の
空
間
で
あ
り
、
離
れ
た
空
間
が
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人
為
的
に
編
成
さ
れ
て
里
を
な
し
て
い
る
場
合
な
ど
に
は
無
意
味
だ

が
、
か
な
り
の
確
度
で
こ
れ
が
当
時
の
人
々
の
生
活
に
と
っ
て
、
意

味
あ
る
空
間
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
実
際
の
墳
墓
跡
や
集

落
跡
・
生
産
遺
跡
な
ど
の
情
報
を
統
合
す
る
な
ら
ば
、
生
活
空
間
を

よ
り
具
体
的
に
表
現
で
き
る
し
、
領
域
面
積
を
計
算
す
る
こ
と
で
、

人
口
密
度
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
空
間
の
構
造
化
に
つ
い
て
は
、
地
形
上
の
二
点
間
に
つ
い
て
、
傾

斜
を
考
慮
し
て
最
短
で
結
ぶ
ル
ー
ト
を
計
算
す
る
こ
と
で
、
仮
想
の

古
道
を
復
原
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
水
系
と
と
も
に
空
間
を
構

造
化
す
る
上
で
重
要
な
情
報
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
空
間
そ
の
も

の
の
意
味
、す
な
わ
ち
地
理
的
分
布
特
性
を
見
い
だ
す
方
法
も
あ
る
。

空
間
上
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
里
が
、
郡
を
単
位
と
し
て
ど
の
よ
う
な

分
布
の
指
向
性
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
里
の
代
替
座
標
間
の
距

離
と
偏
差
を
計
算
し
、
標
準
偏
差
楕
円
を
求
め
る
こ
と
で
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
郡
内
の
里
の
分
布
か
ら
、
二
点
間
の
距

離
の
累
積
が
最
短
な
も
の
を
計
算
す
る
、
も
し
く
は
分
析
範
囲
内
の

平
均
座
標
を
計
算
す
る
こ
と
で
、
地
理
的
分
布
の
中
心
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
仮
想
の
郡
衙
で
あ
る
。
郡
衙
が
こ
の
よ
う
な

条
件
で
立
地
し
た
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
、
意
味
が
な
い
場
合

の
方
が
多
い
と
は
思
う
が
、
郡
衙
や
そ
れ
に
関
連
す
る
遺
構
の
確
認

さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
試
し
て
み
る
価
値
は
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
郡
（
評
）
が
ど
の
よ
う

な
原
理
に
も
と
づ
い
て
編
成
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有

効
で
あ
ろ
う
。

	

お
わ
り
に

　
以
上
、
地
域
社
会
の
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
と
基
礎
的

な
空
間
分
析
の
手
法
に
つ
い
て
述
べ
た
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

る
以
上
、
限
界
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
手
法
に
よ
る
空
間
分
析

は
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の

歴
史
学
に
お
け
る
「
実
証
」
か
ら
飛
躍
す
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ

れ
で
得
る
も
の
が
あ
る
の
な
ら
躊
躇
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
日
本
の
古
代
や
中
世
の
人
々
の
生
活
条
件
が
自
然
環
境
に
密
接
に

規
定
さ
れ
た
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
人

間
や
社
会
を
内
在
的
に
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
取
り
巻
く

自
然
と
の
関
係
を
考
慮
し
よ
う
と
の
機
運
が
高
ま
っ
て
き
た
の
は
、
こ

こ
十
年
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
類
が
構
成
す
る
社
会
の
変

化
は
、
環
境
も
ふ
く
め
た
所
与
の
歴
史
的
諸
条
件
の
も
と
で
の
選
択

の
結
果
で
も
あ
る
。
人
類
史
は
、
ヒ
ト
の
環
境
へ
の
適
応
の
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
地
球
上
に
拡
散
し
た
人
類
の

生
活
に
即
し
た
地
域
生
活
史
の
レ
ベ
ル
か
ら
組
み
立
て
直
す
こ
と
が
肝

要
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
や
考
古
学
な
ど
の
過
去
を
扱
う
学
問
は
、
人

類
の
環
境
へ
の
適
応
過
程
総
体
を
考
え
る
確
か
な
手
が
か
り
を
与
え
る
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こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
古
代
東
ア
ジ
ア
の
辺
境
で
あ
る
日
本
の

列
島
社
会
の
地
域
生
活
史
の
解
明
が
、
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
う
る
か

が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
地
域
に
即
し
て
多
様
な
適
応
プ
ロ
セ
ス
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
が
い
か

が
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
諸
賢
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

（
い
ま
づ
　
か
つ
の
り
）

（
（
）	「
二
〇
〇
二
年
の
歴
史
学
界
　
回
顧
と
展
望
　
日
本
古
代
　
一
」（『
史
学

雑
誌
』
一
一
二
―
五
、二
〇
〇
三
年
）。

（
2
）		

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）。

（
3
）		

吉
田
孝
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）。

（
4
）		

吉
田
晶
『
日
本
古
代
村
落
史
序
説
』（
塙
書
房
、
一
九
八
〇
年
）。

（
5
）		Roy	Ellen.

　	Environm
ent,	Subsistence	and	System

,	Cam
bridge,	

Cam
bridge	University	Press	,（982.	

大
塚
柳
太
郎
ほ
か
『
人
類
生
態

学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
6
）		

安
斎
正
人
『
人
と
社
会
の
生
態
考
古
学
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、

春
田
直
紀
「
文
献
史
学
か
ら
の
環
境
史
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』

二
五
九
、二
〇
〇
五
年
）。
な
お
、
最
新
の
研
究
例
に
、
橋
本
道
範
『
日
本

中
世
の
環
境
と
村
落
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
）
が
あ
る
。

（
7
）		

古
代
史
で
は
数
少
な
い
先
駆
的
な
成
果
に
、宮
瀧
交
二
「
今
な
ぜ
環
境
史
・

災
害
史
の
視
点
か
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
五
九
、二
〇
〇
五
年
）

が
あ
る
。

（
8
）		

大
宝
二
年
御
野
国
戸
籍
を
先
駆
的
に
人
口
統
計
学
の
手
法
で
分
析
し
た

フ
ァ
リ
ス
の
試
算
に
よ
る
と
、
半
布
里
戸
籍
に
お
け
る
出
生
時
の
平
均

余
命
は
男
性
で
三
二
・
五
歳
、
女
性
で
二
七
・
七
五
歳
と
さ
れ
る	(Farris	

W
.W
.	

　Population,Disease,and	Land	in	Early	Japan,645-900,	

Cam
bridge,Harvard	University	Press	,（985.)

。

（
9
）		

今
津
勝
紀
『
日
本
古
代
の
税
制
と
社
会
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。

（
（0
）		

今
津
勝
紀
「
古
代
の
家
族
と
女
性
」『
岩
波
講
座	

日
本
歴
史4

　
古
代4

』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）。

（
（（
）		

西
谷
地
晴
美
『
日
本
中
世
の
気
候
変
動
と
土
地
所
有
』（
校
倉
書
房
、

二
〇
一
二
年
）。

（
（2
）		

田
村
憲
美『
日
本
中
世
村
落
形
成
史
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、一
九
九
四
年
）、

同
「
自
然
環
境
と
中
世
社
会｣

『
岩
波
講
座	

日
本
歴
史9

　
中
世4

』（
岩

波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）。

（
（3
）		

籔
井
真
沙
美
「
八
世
紀
に
お
け
る
賑
給
の
意
義
と
役
割
」（『
時
空
間
情
報

科
学
を
利
用
し
た
古
代
災
害
史
の
研
究
』
平
成
一
九
年
度
～
平
成
二
一
年

度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究(C)

研
究
成
果
報
告
書
、
代
表
者
　
今

津
勝
紀
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（4
）		『
大
日
本
古
文
書
』
二
―
二
四
七
～
二
五
二
。

（
（5
）		

今
津
勝
紀
「
古
代
の
災
害
と
地
域
社
会
－
飢
饉
と
疫
病
－
」（『
歴
史
科
学
』

一
九
六
、二
〇
〇
九
年
）。

（
（6
）		
新
村
拓『
日
本
医
療
社
会
史
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
、一
九
八
五
年
）。

（
（7
）	『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
弘
仁
一
〇
年
六
月
二
日
官
符
所
引
弘
仁
十
年
三
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月
十
四
日
官
符
。

（
（8
）		

医
疾
令
25
典
薬
寮
合
雑
薬
条
。

（
（9
）		
藤
田
尚
編
『
古
病
理
学
事
典
』（
同
成
社
、二
〇
一
二
年
）。
山
本
太
郎
『
感

染
症
と
文
明
―
共
生
へ
の
道
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
一
年
）。

（
20
）		

今
津
勝
紀
「
税
の
貢
進
―
貢
調
脚
夫
の
往
還
と
古
代
社
会
―
」（
舘
野
和

己
ほ
か
編
『
日
本
古
代
の
交
通
・
交
流
・
情
報
』
（
、
吉
川
弘
文
館
、
近
刊
）

（
2（
）		『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
十
月
乙
丑
条
。

（
22
）		『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
五
月
甲
戌
条
。

（
23
）		『
類
聚
国
史
』
一
七
三
、
疾
疫
　
以
下
同
じ
。

（
24
）		

栄
原
永
遠
男「
遣
新
羅
使
と
疫
瘡
」（『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』塙
書
房
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
25
）		

な
お
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年
十
二
月
二
日
条
に
は
「
大
宰
府
廓

中
飢
疫
。賑
給
之
」と
み
え
る
。大
宰
府
も
京
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
26
）		『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
正
月
廿
七
日
条
。

（
27
）		『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
正
月
廿
五
日
条
。

（
28
）	『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
十
一
月
十
二
日
条

（
29
）		

菊
池
勇
夫
『
飢
饉
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
30
）		

な
お
二
ヵ
年
の
死
亡
者
数
約
三
千
二
百
人
を
二
で
除
し
て
、
単
年
度
の
死

亡
者
数
と
仮
定
す
る
と
、
千
人
あ
た
り
百
六
十
人
程
度
の
死
亡
率
と
な
る

が
、
こ
れ
は
大
宝
二
年
戸
籍
で
の
推
計
、
千
人
あ
た
り
三
十
五
人
と
い
う

死
亡
率
の
約
四
倍
に
の
ぼ
る
。

（
3（
）		『
書
紀
』
天
武
五
（
六
七
六
）
年
五
月
甲
戌
条
に
は
「
下
野
国
司
奏
、
所

部
百
姓
、
遇
二
凶
年
一
、
飢
之
欲
レ
売
レ
子
」
と
あ
る
よ
う
に
、
下
野
国

で
凶
年
に
よ
る
飢
饉
に
際
し
、子
を
売
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。『
書
紀
』

持
統
三
年
（
六
八
九
）
十
月
辛
未
条
に
は
「
直
広
肆
下
毛
野
朝
臣
子
麻
呂
、

奏
レ
欲
レ
免
二
奴
婢
陸
佰
口
一
。
奏
可
」
と
み
え
る
が
、
こ
こ
で
解
放
さ

れ
た
奴
婢
六
百
口
は
天
武
五
年
の
飢
饉
で
売
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
32
）		

吉
川
真
司
『
聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
』（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
33
）		

鎌
田
元
一
「
日
本
古
代
の
人
口
」（『
律
令
公
民
制
の
研
究
』
塙
書
房
、

二
〇
〇
一
年
）。

（
34
）		

例
え
ば
、
東
国
で
は
古
代
を
通
じ
て
列
島
東
北
部
へ
の
植
民
が
か
な
り
の

規
模
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
背
景
の
人
口
支
持
力
や
人
口
圧
を
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
。
班
田
や
出
挙
・
賑
給
を
は
じ
め
と
す
る
律
令
制
に
よ
る

再
生
産
シ
ス
テ
ム
の
評
価
も
含
め
た
、
地
域
社
会
の
生
態
学
的
分
析
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

（
35
）		

今
津
勝
紀「
古
代
家
族
の
復
原
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
覚
書
」（『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
〇
〇
、二
〇
一
五
年
）。

（
36
）		

こ
の
点
に
関
連
す
る
考
古
学
か
ら
の
最
新
の
研
究
成
果
に
寺
村
裕
史
『
景

観
考
古
学
の
方
法
と
実
践
』（
同
成
社
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。

本
研
究
は
、「
空
間
解
析
を
通
じ
た
日
本
古
代
地
域
社
会
の
研
究
」（
基
盤
研
究
（C

）　

研
究
代
表
者
　
岡
山
大
学
・
社
会
文
化
科
学
研
究
科
・
教
授･

今
津
勝
紀
　
課
題
番
号
　

（5K02833
）
の
成
果
で
あ
る
。


