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て

松

原

信

地
図
は
地
表
を
最
も
具
体
的
に
表
現
す
る
万
法

と
し
て
古
代
よ
り
現
代
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途

目
的
に
従
っ
て
広
く
旧
い
ら
れ
て
、
き
た
。
特
に
現

代
の
地
理
教
育
に
は
地
図
は
別
間
接
不
可
隙
の
存
在

と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

地
図
に
は
大
は
世
界
図
や
日
本
全
図
か
ら
、
小

は
一
片
の
見
収
図
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
各
種

各
織
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
郷
土
誌
研

究
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
国
絵
図
、
町
絵
図
、
村

絵
図
な
ど
に
つ
い
て
者
干
の
考
察
を
訊
み
る
と
云

う
万
法
で
述
べ
て
見
た
い
。

古
代
・
中
位
の
図

古
代
中
世
の
古
図
と
し
て
は
全
国
的
に
も
有
名

な
も
の
が
何
点
か
残
存
し
て
い
る
、
が
、
そ
の
目
的

松
原

-， 
，~こ

が
地
万
に
分
散
す
る
諸
庄
園
の
広
狭
を
記
し
、
以

っ
て
そ
の
賦
課
の
実
収
を
知
る
た
め
の
庄
園
図
が

大
部
分
で
、
多
く
中
央
の
本
所
領
家
た
る
寺
社
権

門
に
遺
存
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

越
前
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
余
り
に
も
有
名

な
東
大
寺
領
道
守
荘
図
や
糞
置
荘
図
が
あ
る
が
、

特
に
道
守
荘
図
に
つ
い
て
は
河
川
の
流
路
、
山
容

な
ど
現
況
と
殆
ん
ど
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
正
確
に
描

写
さ
れ
て
い
る
た
め
従
来
多
く
の
学
究
の
徒
に
よ

っ
て
、
い
く
つ
か
の
研
究
発
表
が
行
な
わ
れ
、
最

近
に
は
大
規
模
な
発
掘
調
査
す
ら
試
み
ら
れ
て
い

O
 

ザ

hv
中
世
の
庄
園
熔
況
の
時
代
に
入
る
と
領
家
と
地

頭
と
の
間
の
評
論
ゃ
、
隣
接
す
る
庄
園
間
の
境
界

紛
争
な
ど
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
公

事
訴
訟
に
関
す
る
も
の
が
多
く
現
わ
れ
て
く
る

が
、
(
例
、
伯
者
同
国
東
郷
荘
の
下
地
中
分
図
〔
京

都
松
尾
神
社
蔵
〕
、
円
覚
寺
領
尾
張
国
富
田
庄
絵

図
〔
鎌
倉
円
覚
寺
蔵
〕
)
越
前
に
関
す
る
こ
の
様

な
絵
図
は
現
在
余
り
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在

私
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
中
世
の
図
と
し
て
、
大
衆

院
寺
社
雑
事
記
中
に
挿
入
さ
れ
た
見
取
図
程
度
の

。
越
前
に
お
け
る
庄
園
配
置
の
図
寸
や
近
世
初
頭

に
作
成
さ
れ
た
と
も
一
五
わ
れ
て
い
る
が
創
社
・
気

比
社
な
ど
の
社
殿
配
置
を
現
わ
す
境
内
図
が
あ
る

続
郷
土
初
究
入
門
諮
陸
l
第
七
諮
古
図
に
つ
い
て

の
み
で
あ
る
。
美
山
村
や
丹
庄
郡
の
山
間
僻
地
に

二
三
点
中
世
の
絵
図
と
目
さ
れ
る
も
の
が
残
っ
て

い
る
と
云
わ
れ
て
い
る
が
未
だ
お
自
に
出
回
っ
た
こ

と
が
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
全
国
的
に
共
通
す
る
所
で
は
あ

る
が
越
前
に
お
い
て
も
一
向
一
段
や
戦
乱
な
ど
に

よ
っ
て
か
、
中
世
の
絵
図
類
は
極
め
て
少
く
、
今

後
発
見
さ
れ
る
と
し
て
も
中
央
の
本
所
領
家
の
調

査
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
点
よ
り
中
世
史
の
研
究
に
お
け
る
絵
図

類
の
利
用
は
望
み
得
べ
く
も
な
く
、
や
は
り
次
の

近
世
に
入
っ
て
始
め
て
そ
の
利
用
価
値
が
高
ま
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

近
世
の
絵
図

近
目
初
頭
、
秀
吉
に
よ
っ
て
全
国
的
な
規
模
で

実
施
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地
は
歴
史
的
に

い
ろ
/
¥
の
意
義
を
有
し
て
い
る
が
、
地
図
発
達

上
に
も
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
即
ち
六
尺
三
寸
の
竿
を
以
っ
て
田
畑
ぞ
実
検

す
る
ζ

と
は
新
ら
し
く
測
量
技
術
の
進
歩
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
広
範
囲
な
地
域
に
は
利
用

主
れ
な
い
と
し
て
も
狭
い
地
域
の
地
図
作
成
に
は

多
い
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
松
平
文
庫
に

残
る
貞
享
二
年
の
福
居
城
下
絵
図
は
明
ら
か
に
測

量
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
地
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図
と
比
較
し
て
方
位
や
道
路
、
溝
渠
な
ど
の
曲
折

や
形
状
な
ど
全
く
精
績
を
極
め
て
い
て
驚
く
ぺ
き

程
で
あ
る
。

所
で
現
代
の
地
図
は
地
表
を
一
一
種
の
約
定
の
基

に
記
号
化
し
て
表
わ
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
以

前
の
図
は
い
わ
ゆ
る
現
代
的
に
云
う
一
種
の
烏
敢

図
、
景
観
図
と
云
っ
た
も
の
で
、
山
容
・
立
木
・

橋
梁
・
民
屋
な
ど
を
着
色
立
体
化
し
て
表
現
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
に
一
般
に
は
絵
図
と
称
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
叉
現
代
の
地
図
で
は
北
が
上
で
あ

る
が
、
江
戸
時
代
の
絵
図
は
一
般
に
南
ぞ
上
と
し

て
い
る
の
で
、
乙
う
云
っ
た
規
定
も
知
っ
て
お
く

と
好
都
合
で
あ
る
。

〔
国
絵
図
〕
こ
こ
で
国
絵
図
と
云
う
の
は
。

越
前
国
絵
図
。
。
若
狭
国
絵
図
。
な
ど
い
わ
ゆ
る

分
国
図
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
の
成
立
と
共
に
、
幕

府
は
そ
の
後
何
回
か
に
亙
っ
て
一
斉
に
各
藩
に
対

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
大
規
模
な
国
絵
図
の
作
成
を
命

じ
て
い
る
。
即
ち
慶
長
十
一
年
(
一
六

O
六
)
、

正
保
二
年
(
一
六
四
五
)
、
貞
享
二
年
(
一
六
八

五
)
、
元
禄
十
四
年
(
一
七

O
一
)
、
天
保
七
年

(
一
八
三
六
)
の
五
回
行
伝
わ
れ
て
い
る
が
、
貞

享
二
年
の
絵
図
の
み
は
越
前
松
平
藩
に
対
し
て
だ

け
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
全
国
的
規
模
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

前
後
五
固
に
亙
っ
て
作
成
さ
れ
た
越
前
国
絵
図

は
そ
の
全
て
が
松
平
藩
に
よ
っ
て
襲
蔵
さ
れ
て
、

現
害
し
て
い
る
点
、
他
藩
に
比
例
の
な
い
貴
重
な

存
在
で
あ
る
。
特
に
h
q

越
前
国
大
絵
図
。
は
成
立

年
代
の
記
入
が
な
い
た
め
詳
細
に
調
査
し
て
時
代

考
証
を
説
み
た
結
果
、
慶
長
十
一
年
の
絵
図
と
判

明
し
た
も
の
で
(
筆
者
発
表
若
越
郷
土
研
究

5
の

6
越
前
国
大
絵
図
と
近
世
村
落
の
石
高
変
遷
に
就

い
て
)
恐
ら
く
こ
の
様
に
古
い
国
絵
図
は
他
藩
に

は
遺
害
し
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
全
国
的

に
も
貴
重
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。
乙
の
絵
図
で

は
中
世
末
の
圧
郷
域
の
遺
存
や
太
閤
検
地
の
石
戚

も
或
る
程
度
推
考
さ
れ
る
の
で
、
市
町
村
誌
研
究

に
は
是
非
一
見
さ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

こ
れ
ら
国
絵
図
作
成
に
当
つ
て
は
各
村
よ
り
。

村
書
上
。
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。
今
日
各
庄
屋
旧

家
に
襲
蔵
さ
れ
た

9
0
0
村
明
細
帳
。
は
乙
の
際

の
控
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
松
平
文
庫
に
は
膨
大

な
明
細
帳
よ
り
の
書
上
を
要
約
し
た
も
の
が
h
q

越

前
地
理
便
覧
貞
享
二
年
及
び
天
保
十
四
年
。
。
越

前
地
理
梗
概
元
禄
十
四
年
。
と
し
て
三
点
残
っ
て

い
る
の
で
国
絵
図
と
も
対
照
し
て
利
用
す
る
要
が

あ
る
。〔

町
絵
図
〕
町
絵
図
と
し
て
は
松
平
文
庫
に

福
井
城
下
絵
図
が
原
本
写
本
含
め
て
三
十
五
点
も

あ
り
、
そ
の
他
松
岡
町
図
六
点
、
府
中
町
一
点
を

有
し
て
い
る
。
各
地
に
分
散
す
る
も
の
を
併
せ
れ

ば
、
相
当
な
数
に
上
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

市
巷
げ
に
隠
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
殆
ん
ど
が
簡
略

な
見
取
図
程
度
か
或
い
は
松
平
藩
に
よ
っ
て
実
測

さ
れ
た
絵
図
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
や
は

り
松
平
文
庫
の
原
本
と
対
比
し
て
調
査
資
料
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

叉
町
絵
図
は
国
絵
図
、
村
絵
図
と
比
し
て
一
般

に
道
路
網
や
溝
渠
寺
社
配
置
な
ど
正
確
に
描
写
さ

れ
て
い
る
場
合
が
多
い
か
ら
現
在
と
の
位
置
の
対

比
が
容
易
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
感
ん
に
作
成
さ

れ
て
い
る
市
町
の
三
千
分
之
一
の
航
空
写
真
地
図

に
復
原
し
て
資
料
と
す
る
の
が
最
も
効
果
的
の
様

に
思
わ
れ
る
。
但
し
福
井
市
敦
賀
市
な
ど
の
様
に

戦
震
災
後
、
著
し
く
変
貌
し
た
都
市
に
つ
い
て
は

戦
震
災
前
の
正
確
な
実
測
図
を
基
に
す
る
と
よ

い
。
筆
者
著
の
。
若
越
城
下
町
古
図
集
。
は
こ
の

様
な
観
点
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
参
考

に
な
り
得
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
村
絵
図
〕
近
世
以
降
の
村
絵
図
は
比
較
的

残
さ
れ
て
い
る
万
で
あ
る
。
初
期
の
も
の
程
検
地

を
主
と
し
た
絵
図
が
多
く
作
ら
れ
た
様
で
あ
る

が
、
乙
の
種
の
も
の
の
遺
存
は
少
く
、
中
期
、
以
降

に
な
る
と
、
水
利
慣
行
や
村
界
・
山
林
紛
争
な
ど
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の
や
は
り
公
事
訴
訟
に
関
す
る
も
の
が
多
い
様
で

あ
る
。
惣
村
主
活
に
お
け
る
村
氏
の
利
害
関
係
が

後
代
に
至
る
迄
大
き
三
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
従
っ
て
村
絵
図
が
発
見
さ
れ
た
場

合
に
は
如
何
な
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
か
を
札
明

す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
が
絵

図
上
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
一
般

に
は
絵
図
と
別
附
文
書
が
一
組
に
な
っ
て
い
る
場

合
が
多
く
、
従
っ
て
一
万
が
紛
失
し
、
他
万
の
み

残
っ
て
い
る
場
合
も
し
ば
/
¥
見
受
け
ら
れ
る
。

庄
屋
文
書
や
村
有
文
書
中
に
村
絵
図
・
山
絵
図
が

発
見
さ
れ
た
様
な
場
合
に
は
、
そ
れ
の
関
係
文
書

を
共
に
探
し
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

近
世
の
村
絵
図
は
明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
に
よ

り
差
出
す
た
め
に
編
製
さ
れ
た
村
絵
図
が
厳
密
に

は
最
終
期
で
、
き
ら
に
明
治
七
年
か
ら
同
十
年
に

か
け
て
編
製
さ
れ
た
地
租
改
正
に
よ
る
村
絵
図
は

近
世
の
村
絵
図
と
現
代
の
地
図
一
縮
製
様
式
が
組
合

わ
さ
れ
て
で
き
た
過
渡
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ

。
司令

15 

こ
の
版
籍
奉
還
の
際
、
一
縮
製
さ
れ
た
と
目
さ
れ

る
村
絵
図
は
松
平
文
庫
に
九
十
点
余
残
っ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
明
治
二
年
よ
り
同
五
年
ま
で
に
作

成
さ
れ
た
絵
図
ば
か
り
で
あ
る
。

さ
て
村
絵
図
に
関
す
る
研
究
手
引
書
は
現
在
余

り
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
近
年
発
刊
さ
れ
た

。
近
世
村
絵
図
研
究
・
木
村
東
一
郎
著
グ
(
小
宮

山
書
白
刊
)
が
あ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。

〔
地
籍
図
〕
さ
て
最
後
に
明
治
七
年
以
降
の

地
租
改
正
に
よ
る
地
籍
図
に
関
し
主
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
現
在
市
町
村
役
場
や
各
部
落
の
区
長
な
ど

に
、
そ
の
殆
ん
ど
が
残
っ
て
い
る
。
一
筆
毎
に
正

確
に
実
測
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
こ
の
地
籍
図
は
近

年
ま
で
の
農
村
に
於
け
る
土
地
所
有
の
不
動
の
不

文
律
と
さ
れ
て
現
実
の
村
落
坐
活
を
大
き
く
規
し
足

し
て
き
た
ば
か
り
で
な
く
、
我
々
研
究
者
に
も
非

常
に
大
き
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
地
割
や
民

舎
の
配
置
は
少
な
か
ら
ず
江
戸
時
代
の
そ
れ
ら
}
踏

襲
し
て
い
る
か
ら
で
ゐ
る
。
条
里
制
や
中
世
以
来

の
域
館
、
古
社
寺
の
遺
跡
な
ど
を
推
考
せ
し
め
る

根
拠
と
も
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

所
が
最
近
各
部
落
毎
に
新
し
く
耕
地
整
理
が
行

な
わ
れ
始
め
て
、
従
来
の
地
籍
図
が
次
第
に
廃
物

と
な
り
か
か
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
ま
ま
に
放

置
し
て
お
け
ば
日
を
待
た
ず
し
て
損
亡
し
て
い
く

運
命
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
様
な
地
籍
図
の
資
料
と
し
て
の
重
要
性
を

十
分
に
認
識
し
て
、
今
の
う
ち
に
永
久
保
存
の
手

を
市
町
村
役
場
に
打
つ
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か

。

(

高

士

山

高

校

教

諭

)
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