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一
．
本
研
究
の
立
場
、
目
的
と
方
法

古こ
て
い丁

は
、
一
九
三
二
年
か
ら
四
五
年
ま
で
日
本
支
配
下
に
置
か
れ
た
中
国

東
北
地
方
、
い
わ
ゆ
る
「
満
洲
国
」
に
お
け
る
「
満
人
」、
す
な
わ
ち
、
中
国

人
の
中
で
最
も
有
名
な
作
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
は
日
本
語
に
翻
訳
さ

れ
、
日
本
で
も
出
版
さ
れ
て
お
り
、
日
本
国
内
で
も
か
な
り
知
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
今
日
、
中
国
で
も
日
本
で
も
古
丁
と
そ
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
活
躍
し
た
時
代
は
両
国
共
に
忌
ま
わ

し
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
筆
者
は
、
こ
の
歴

史
の
埃
に
ま
み
れ
た
よ
う
な
人
物
を
掘
り
起
こ
し
、
今
さ
ら
光
を
当
て
よ
う

と
す
る
の
か
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。

日
本
で
も
中
国
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
近
代
史
が
書
か
れ
て
い
る
。
が
、
そ

れ
は
い
ず
れ
も
国
家
の
視
点
に
よ
る
も
の
で
民
衆
の
目
か
ら
の
も
の
で
は
な

い
。
特
に
、「
満
洲
国
」
の
三
千
万
人
と
も
い
わ
れ
る
民
衆
の
生
活
は
い
か
な

る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
彼
ら
は
い
か
な
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
。
そ
れ

に
つ
い
て
、
日
本
で
も
中
国
で
も
細
部
に
わ
た
る
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ

れ
て
い
な
い
。
一
九
三
七
年
七
月
に
日
中
全
面
戦
争
が
始
ま
り
、
四
一
年
一

二
月
に
は
日
本
は
対
米
英
戦
争
に
突
入
す
る
。
日
本
を
後
ろ
盾
と
す
る
「
満

洲
国
」
の
政
策
は
、
実
は
、
次
か
ら
次
へ
と
変
わ
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
満
洲
の
民
衆
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
本
研
究
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
「
満
洲
国
」
文
壇
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
古
丁
を

取
り
上
げ
、
彼
の
活
動
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

今
日
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
論
が
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
肝
心
の

植
民
地
期
の
状
況
は
地
域
ご
と
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
そ
の
違
い
を
踏
ま
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
久
し
い
。「
満
洲
国
」
に
つ
い

て
は
、
政
治
・
経
済
な
ど
の
面
に
お
い
て
は
、
数
多
く
の
成
果
が
上
げ
ら
れ

て
き
た
が
、
文
化
面
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
資
料
の
掘
り
起
こ
し
の
段

階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
1

。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
で
は
、
古
丁

を
取
り
巻
く
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
満
洲
国
」
の
文
化
の

実
態
に
少
し
で
も
迫
り
た
い
。
そ
れ
が
第
二
の
研
究
目
的
で
あ
る
。

従
来
の
日
本
支
配
期
に
つ
い
て
の
人
物
研
究
は
、
彼
ま
た
は
彼
女
が
親
日

派
で
あ
る
か
、
抗
日
派
で
あ
る
か
、
と
単
純
に
二
分
す
る
傾
向
が
続
い
て
き

た
。
し
か
し
、
た
と
え
「
親
日
」
だ
と
し
て
も
、
そ
の
人
物
が
日
本
を
百
パ
ー

セ
ン
ト
受
け
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
日
本
の
何
処
に
親

し
み
を
持
ち
、
何
処
に
反
対
し
た
の
か
、
を
冷
静
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
分
析
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
評
価
は
た
だ
感
情
的
な
反
発
や

共
感
の
間
を
揺
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
今
後
の
日
中
相
互
理
解

に
は
役
立
た
な
い
。
相
手
の
文
化
と
の
違
い
を
理
解
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た

上
で
相
手
を
尊
重
し
交
流
す
る
、
こ
れ
こ
そ
東
ア
ジ
ア
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
作
り
の
基
本
で
あ
り
、
そ
れ
に
役
立
つ
研
究
こ
そ
が
、
今
日
必
要
だ
と
考
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作
品
す
ら
全
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
否

定
と
肯
定
の
両
極
端
の
論
議
が
な
さ
れ
て
き
た
。
彼
の
生
涯
と
著
作
が
掘
り

起
こ
さ
れ
、
そ
の
思
想
の
変
転
の
内
実
が
明
ら
か
に
な
る
な
ら
、
中
国
近
代

史
の
一
コ
マ
に
新
し
い
見
方
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

古
丁
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、「
愛
国
抗
日
作
家
」
で
あ
る
か
、
政
治
的

な
立
場
が
「
反
動
的
」
か
、
と
い
う
二
分
法
の
中
で
堂
々
め
ぐ
り
し
て
き
た

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
愛
国
抗
日
」
論
者
も
、「
政
治
的
反

動
」
論
者
も
、
互
い
に
強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
ち
、
互
い
を
説
得
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
研
究
で
は
そ
の
よ
う
な
回
路

に
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
研
究
は
、
愛
国
抗
日

作
家
か
、
政
治
反
動
分
子
か
、
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
行
う
も
の

で
は
な
い
。
古
丁
の
よ
う
な
作
家
は
、
そ
の
よ
う
な
二
分
法
で
割
り
切
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
研
究
で
は
、
古
丁
と
い
う
人
物
が
、
日
本
支
配
下
の
「
満
洲
国
」
で
、

ど
の
よ
う
に
考
え
、
何
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
を
で
き
る
か
ぎ

り
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
れ
が
第
三
番
目
の
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
し

て
、「
満
洲
国
」
に
お
け
る
中
国
人
民
衆
の
生
活
の
一
端
が
、
特
に
文
化
状
況

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
本
研
究
の
目
的
の
第
一
、
第
二
、
第
三

が
、
互
い
に
補
い
合
う
関
係
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の

目
的
に
従
い
、
本
研
究
で
は
、
考
察
の
焦
点
を
、
古
丁
の
生
涯
の
う
ち
、
北

平
左
翼
作
家
聯
盟
時
代
か
ら
「
満
洲
国
」
崩
壊
の
時
期
ま
で
に
置
く
。
生
い

え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
人
び
と
の
思
想
・
信

条
に
分
け
入
っ
た
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
。

古
丁
は
、
一
九
一
四
年
九
月
二
九
日
に
吉
林
省
長
春
県
に
生
ま
れ
た
。
本

名
、
徐
長
吉
。
満
鉄
の
長
春
公
学
堂
、
南
満
中
学
堂
で
小
中
学
校
の
教
育
を

受
け
、
瀋
陽
に
あ
る
東
北
大
学
に
入
学
す
る
が
、
一
年
後
の
満
洲
事
変
の
際

に
北
平
（
北
京
）
へ
亡
命
し
、
三
二
年
に
北
京
大
学
に
再
入
学
し
て
い
る
。

翌
年
、
中
国
左
翼
作
家
聯
盟
北
方
部
に
入
り
、
徐
突
微
の
名
で
、
組
織
部
長

と
し
て
活
動
す
る
が
、
ま
も
な
く
逮
捕
さ
れ
、
故
郷
の
長
春
に
戻
る
。
日
本

支
配
下
の
「
満
洲
国
」
の
官
吏
を
務
め
な
が
ら
、
古
丁
な
ど
の
筆
名
で
文
学

活
動
を
行
い
、
名
声
を
得
る
。
四
一
年
五
月
に
は
公
職
を
辞
め
、
一
〇
月
に

出
版
社
兼
書
店
で
あ
る
、
株
式
会
社
芸
文
書
房
を
設
立
し
、
社
長
と
し
て
執

筆
と
出
版
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
間
、
日
本
の
「
聖
戦
」
完
遂
に

協
力
す
る
言
動
も
行
っ
て
い
る
。

日
本
の
敗
戦
後
に
は
、
東
北
中
ソ
友
好
協
会
の
秘
書
と
な
り
、
そ
の
傍
ら

文
学
活
動
を
行
っ
た
。
新
中
国
の
成
立
後
、
五
七
年
か
ら
の
反
右
派
運
動
で

は
極
右
分
子
と
見
な
さ
れ
、
歴
史
反
革
命
罪
同
然
で
、
翌
年
投
獄
さ
れ
る
。

そ
し
て
後
、
六
四
年
、
遼
寧
省
鉄
嶺
監
獄
の
中
で
死
去
す
る
。

こ
の
よ
う
に
記
す
と
、
古
丁
の
一
生
は
、
中
国
近
代
の
大
き
な
歴
史
的
事

件
に
次
か
ら
次
へ
と
巻
き
込
ま
れ
、
そ
の
立
場
は
変
転
に
つ
ぐ
変
転
を
重
ね

た
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
く
わ
ず
か
に
過
ぎ
な
い
。
書
き
残
し
た
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そ
の
編
集
者
、
李
春
燕
は
、『
古
丁
作
品
選
』
に
付
し
た
論
文
「
東
北
淪
陷

時
期
文
学
の
諸
問
題
に
つ
い
て
古
丁
を
評
す
る
」（
就
东
北
沦
陷
时
期
文
学
的

几
个
问
题
评
古
丁
）
の
中
で
、「
満
洲
国
」
時
代
の
文
学
が
中
国
近
代
文
学
の

一
部
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
東
北
淪
陥
期
文
学
の
性
格
を
定
義

づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
「
満
洲
国
」
時
代
の
文
学
が
従
来
の
中
国
文
学

史
の
中
で
無
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
提
言
で
あ
り
、
そ
の
問
題
意
識

は
中
国
近
代
文
学
研
究
史
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

李
春
燕
は
そ
こ
で
、「
日
本
統
治
と
い
う
特
殊
な
時
期
を
認
識
す
る
と
同
時

に
、
文
学
自
体
の
複
雑
性
も
視
野
に
入
れ
る
。
こ
の
特
殊
性
と
複
雑
性
を
結

び
つ
け
て
、
個
々
の
作
家
を
具
体
的
に
考
察
す
る
な
ら
、
文
学
の
表
面
に
惑

わ
さ
れ
ず
、
そ
の
本
質
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」（
看
到

日
伪
统
治
时
期
历
史
的
特
殊
性
，
同
时
也
要
看
到
文
学
自
身
的
复
杂
性
，
把

特
殊
性
和
复
杂
性
结
合
起
来
，
然
后
运
用
到
具
体
作
家
身
上
，
那
可
能
就
不

会
被
表
面
上
的
文
学
所
迷
惑
，
而
能
透
过
表
面
看
其
本
质
了
）2
と
、
研
究

方
法
を
示
し
つ
つ
、「
芸
文
志
派
」
の
創
作
傾
向
は
、
健
康
的
で
積
極
的
で
、

抗
日
愛
国
的
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
個
々
人
に
つ
い
て
は
、「
深
く
て
計
略
的

（
あ
る
い
は
面
従
腹
背
）
な
古
丁
、
完
璧
な
芸
術
を
追
求
す
る
小
松
、
郷
土
色

が
濃
い
疑
遅
、
古
を
持
っ
て
今
を
喩
え
る
外
文
、
鬼
才
を
放
つ
爵
青
」（
志
谋

深
算
（
或
者
叫
面
从
腹
背
）
的
古
丁
，
追
求
完
美
艺
术
的
小
松
，
乡
土
气
息

浓
厚
的
疑
迟
，
以
古
喻
今
的
外
文
，
具
有
鬼
才
的
爵
青
）3
と
評
し
て
い
る
。

古
丁
の
態
度
が
「
面
従
腹
背
」
だ
と
評
し
た
の
は
、
李
春
燕
が
初
め
て
で

立
ち
と
戦
後
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
る
程
度
に
と
ど
め
る
。

二
．
古
丁
に
関
す
る
従
来
の
研
究
と
、
そ
の
問
題
点

考
察
に
先
立
ち
、
古
丁
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
中
国
と
日
本
で
の
研
究
の

概
要
を
紹
介
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
︲
一　

中
国
で
の
研
究

中
国
文
学
史
の
中
で
、「
満
洲
国
」
時
代
は
東
北
淪
陥
期
と
さ
れ
、
長
い
間

そ
の
文
学
は
忌
ま
わ
し
い
も
の
と
見
な
さ
れ
、
無
視
さ
れ
て
き
た
。
近
年
、

淪
陥
区
文
学
研
究
の
気
運
が
高
ま
り
、
そ
の
研
究
に
取
り
組
む
人
も
現
れ
て

い
る
が
、
古
丁
と
い
う
、「
満
洲
国
」
で
は
最
も
有
名
な
が
ら
、
最
も
複
雑
に

見
え
る
人
物
を
積
極
的
に
扱
う
人
は
ま
だ
少
な
い
。

そ
の
研
究
成
果
の
中
で
特
筆
に
値
す
る
の
は
、
吉
林
省
社
会
科
学
院
文
学

研
究
所
の
李
春
燕
研
究
員
が
編
集
し
、
一
九
九
五
年
に
春
風
文
芸
出
版
社

（
瀋
陽
）
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
古
丁
作
品
選
』
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
単
行
本

『
一
知
半
解
集
』『
譚
』『
奮
飛
』『
竹
林
』『
平
沙
』、
お
よ
び
翻
訳
作
品
「
魯

迅
著
書
解
題
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
東
北
淪
陥
期
文
学
研
究
史

の
中
で
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
作
家
集
で
、
こ
の
研
究
分
野
に
お
け
る
新
し
い

時
代
の
到
来
を
示
し
て
い
る
。
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似
た
見
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
果
た
し
て
古
丁
の
態
度
を
「
面

従
腹
背
」
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
鉄
峰
の
よ
う
な
古
丁
の
政
治
的
立
場

と
文
学
的
立
場
を
分
け
て
考
え
る
見
方
を
完
全
に
覆
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。「
民
族
協
和
」「
勤
労
増
産
」「
米
英
撃
滅
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
群

を
、
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。

二
︲
二　

日
本
で
の
研
究

日
本
で
は
、
尾
崎
秀
樹
が
、
い
ち
早
く
古
丁
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
そ

の
後
、
中
国
文
学
の
研
究
者
、
岡
田
英
樹
が
、
八
〇
年
代
か
ら
一
人
で
こ
つ

こ
つ
と
満
洲
文
学
の
研
究
を
行
い
、
古
丁
に
つ
い
て
も
考
察
を
重
ね
て
き
て

い
る
。
そ
の
先
見
性
と
堅
忍
性
は
尊
敬
に
値
す
る
。
岡
田
は
ま
た
、
古
丁
の

左
翼
時
代
の
革
命
仲
間
で
あ
る
端
木
蕻
良
や
、
総
務
庁
時
代
の
同
僚
、
そ
し

て
古
丁
の
息
子
で
清
史
研
究
者
の
徐
徹
な
ど
、
古
丁
の
親
族
や
知
人
と
交
流

し
、
文
献
に
現
れ
な
い
古
丁
に
関
す
る
事
実
を
引
き
出
し
て
き
た
。
そ
の
岡

田
は
、
古
丁
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
古
丁
は
、
満
洲
国
文
芸
政
策
を
立
案
し
、
実
施
に
移
す
先

頭
に
立
っ
て
い
た
。
そ
の
発
言
の
中
か
ら
国
策
追
随
、
日
本
協
力
の
痕

跡
を
ひ
ろ
い
あ
げ
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
上
記
実
践
啓
蒙
者

と
し
て
の
視
点
か
ら
、
か
れ
の
発
言
と
行
動
を
な
が
め
て
み
る
と
、
す

は
な
い
。「
彼
（
古
丁
）
の
『
面
従
腹
背
』
は
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ

に
見
ら
れ
た
『
偽
装
転
向
』
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
」4
と
、
尾
崎

秀
樹
が
『
旧
植
民
地
文
学
の
研
究
』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
一
）
で
す
で
に
言

明
し
て
い
る
。「
面
従
腹
背
」
と
は
、
表
面
上
は
従
う
が
心
の
中
で
は
反
発
す

る
こ
と
で
あ
る
。
古
丁
は
表
面
上
は
「
満
洲
国
」
や
日
本
に
協
力
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
、
日
本
の
や
っ
て
い
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
、

と
取
っ
て
よ
い
。「
面
従
腹
背
」
が
古
丁
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

古
丁
が
一
九
四
四
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
発
表
し
た
「
新
生
」（
四
四
年

二
月
）、「
下
郷
」（
四
四
年
九
月
）、「
山
海
外
経
」（
四
五
年
七
月
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ
「
民
族
協
和
」「
勤
労
増
産
」「
米
英
撃
滅
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、『
古
丁
作
品
選
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、
李
春
燕
は
、
こ
の
三
篇
を
外
し
て
古
丁
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
点
が
、
李
春
燕
に
よ
る
古
丁
研
究
の
欠
落
と
言
え
る
。

『
古
丁
作
品
選
』
に
は
、
馮
為
群
「
事
に
即
し
て
事
を
論
じ
る
こ
と
に
つ
い

て
─
鉄
峰
へ
の
返
事
」（
関
於
就
事
論
事
答
鉄
峰
）
と
い
う
評
論
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
鉄
峰
が
論
文
「
古
丁
の
政
治
立
場
と
文
学
功
績
」（
古
丁

的
政
治
立
場
与
文
学
功
績
、
一
九
九
三
）
の
中
で
、
古
丁
に
は
、
文
学
上
の

功
績
は
あ
る
が
、
大
東
亜
文
学
者
大
会
へ
の
参
加
や
「
親
邦
日
本
」
と
い
う

発
言
な
ど
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
に
追
随
し
て
お
り
、
そ
の
政
治
的
な
立
場
は

反
動
的
だ
5
、
と
い
う
見
解
を
示
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
馮
為
群
が
李
春
燕
に
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こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
研
究
で
は
、
ま
ず
古
丁
が
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
行
動
を
取
り
、
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
古

丁
の
行
動
が
も
た
ら
し
た
結
果
を
客
観
的
に
検
討
す
る
姿
勢
を
取
り
た
い
。

三
．
調
査
概
要
と
本
書
の
構
成

「
満
洲
国
」
時
代
の
古
丁
の
活
動
の
全
容
を
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
情
勢
と
共

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
書
の
大
き
な
目
的
で
あ
る
。
そ
の
時
期
の
古
丁

は
、
作
家
で
あ
る
と
同
時
に
翻
訳
者
、
ま
た
出
版
業
者
で
も
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
古
丁
の
創
作
・
翻
訳
・
出
版
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
周
辺

資
料
を
で
き
る
限
り
調
査
収
集
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
。
中
国

の
東
北
地
方
お
よ
び
北
京
な
ど
で
現
地
踏
査
、
関
係
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
文

献
資
料
の
調
査
を
重
ね
た
こ
と
が
本
研
究
の
土
台
を
成
し
て
い
る
。
こ
こ

に
、
成
果
の
概
要
を
ま
と
め
て
お
く
。

三
︲
一　

調
査
概
要

現
地
踏
査
は
筆
者
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
。
人
は

そ
れ
ぞ
れ
に
「
満
洲
国
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
各
人
が

生
き
る
文
化
環
境
の
中
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
実
際
と
の
差
が
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
少
な
く
と
も
、
当
時
の
現
実
を
全
く
知
ら
な
い
筆
者
に

こ
し
別
の
も
の
が
み
え
て
く
る
。
6

「
す
こ
し
別
の
も
の
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
岡
田
は
明
言
を

避
け
て
お
り
、「
面
従
腹
背
」
と
い
う
見
方
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
は
不
明

で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
の
問
題
点

は
、
古
丁
が
「
満
洲
国
」
の
政
策
に
対
し
て
、「
面
従
腹
背
」
を
貫
い
た
か
ど

う
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
絞
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
侵
略
戦
争
に

乗
り
出
し
た
日
本
帝
国
主
義
に
反
対
し
た
か
、
協
力
し
た
か
、
と
い
う
問
題

設
定
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
意
識
に

よ
っ
て
は
、
結
果
か
ら
古
丁
の
思
想
を
割
り
出
そ
う
と
す
る
態
度
に
陥
っ
て

し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
罪
悪

の
摘
発
と
そ
の
清
算
や
、
戦
後
処
理
の
問
題
な
ど
に
は
意
味
を
持
つ
か
も
し

れ
な
い
が
、
日
本
植
民
地
と
し
て
の
「
満
洲
国
」
の
現
実
の
中
で
生
き
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
文
化
人
で
あ
り
、
作
家
で
あ
っ
た
古
丁
の
思
想

と
行
動
の
実
態
を
分
析
・
考
察
す
る
に
は
、
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

古
丁
も
、
日
本
帝
国
主
義
に
反
対
す
る
か
協
力
す
る
か
、
を
考
え
た
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
満
洲
国
」
の
植
民
地
文
化
政
策
に
ど
の
よ
う
に
対

応
し
、
い
か
に
し
て
生
き
て
い
く
か
が
、
絶
え
ず
問
わ
れ
る
状
況
の
中
で
の

7
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の
各
図
書
館
や
古
書
店
を
訪
れ
、
古
丁
お
よ
び
「
満
洲
国
」
の
文
学
・
文
化

に
関
す
る
資
料
を
広
範
に
収
集
し
た
。

第
一
に
、
北
平
（
北
京
）
時
代
の
古
丁
（
こ
の
時
期
の
筆
名
と
し
て
は
突

微
を
使
用
）
の
詩
作
「
貴
重
な
経
験
─
天
津
恒
源
紗
厰
女
工
の
闘
い
」（
宝
貴

的
経
験
─
天
津
恒
源
紗
厰
工
人
的
闘
争
、
一
九
三
三
）
を
、
ま
た
、
翻
訳
作

品
と
し
て
は
、
朴
能
「
味
方
」（
你
們
不
是
日
本
人
，
是
兄
弟
、
一
九
三
三
）、

岩
藤
雪
夫
「
紙
幣
乾
燥
室
の
女
工
」（
紙
幣
乾
燥
部
的
女
工
、
一
九
三
三
）、

古
川
荘
一
郎
（
蔵
原
惟
人
）
の
論
文
「
芸
術
理
論
に
於
け
る
レ
ー
ニ
ン
主
義

の
た
め
の
闘
争
」（
在
藝
術
理
論
中
的
列
寧
主
義
的
鬥
爭
、
一
九
三
三
）
を
確

認
し
た
。
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

第
二
に
、『
古
丁
作
品
選
』
に
収
録
さ
れ
た
全
作
品
の
初
出
、
原
本
は
も
ち

ろ
ん
、
収
録
さ
れ
て
い
な
い
小
説
「
新
生
」（
一
九
四
四
）、「
下
郷
」（
一
九

四
四
）、
そ
し
て
、
古
丁
の
思
想
を
言
及
す
る
際
に
は
欠
か
せ
な
い
散
文
詩
集

『
浮
沈
』（
一
九
三
九
）
も
確
認
し
た
。
そ
の
他
に
、
各
雑
誌
や
新
聞
に
散
在

す
る
エ
ッ
セ
イ
や
評
論
も
数
多
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
に
は
、
従

来
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
が
多
い
。

古
丁
の
主
な
作
品
発
表
の
場
で
あ
っ
た
雑
誌
類
で
は
、『
明
明
』（
一
九
三

七
～
三
八
、
全
十
八
冊
の
う
ち
十
二
冊
）、
芸
文
志
事
務
会
編
『
藝
文
志
』

（
以
下
、
事
務
会
『
藝
文
志
』
と
略
す
。
一
九
三
九
～
四
〇
、
全
三
冊
）、
満

洲
芸
文
聯
盟
機
関
誌
『
藝
文
志
』（
以
下
、
聯
盟
『
藝
文
志
』
と
略
す
。
一
九

四
三
～
四
四
、
全
十
二
冊
）
を
集
め
た
。
ま
た
関
連
す
る
雑
誌
で
は
、『
麒

と
っ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
植
民
地
支
配
は
侵
略
性
と
同
時
に
近
代
性
の
側

面
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
。
侵
略
の
実
態
は
時
代
と
共
に
消
え
て
行
く
が
、
近

代
性
の
跡
は
建
築
物
な
ど
と
共
に
残
る
。
大
連
・
長
春
・
瀋
陽
・
哈
爾
濱
に

残
さ
れ
た
「
満
洲
国
」
政
府
や
関
東
軍
関
係
の
建
築
物
を
は
じ
め
、
満
鉄
附

属
地
街
等
の
踏
査
は
、
筆
者
の
満
洲
の
近
代
化
に
対
す
る
理
解
、
特
に
、
異

民
族
支
配
下
で
近
代
化
の
進
む
環
境
に
生
き
て
い
た
人
々
が
何
を
感
じ
、
何

を
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
る
一
助
と
な
っ
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
対
象
は
、
古
丁
に
関
係
す
る
人
物
と
研
究
者
と
に
分
け

ら
れ
る
。
二
〇
〇
七
年
八
月
に
は
、
古
丁
の
息
子
で
あ
り
、
元
遼
寧
古
籍
出

版
社
社
長
を
務
め
た
、
清
史
研
究
者
の
徐
徹
氏
の
他
、
古
丁
の
酒
友
で
、
元

「
芸
文
志
派
」
の
詩
人
・
翻
訳
者
で
あ
り
、
満
洲
映
画
株
式
会
社
の
監
督
も
務
め

た
李
民
（
杜
白
雨
）
氏
や
、
元
「
文
選
派
」
作
家
で
、
詩
人
・
書
道
家
の
李
正
中

氏
と
そ
の
妻
の
元
作
家
朱
媞
氏
を
訪
問
し
た
。
二
〇
〇
九
年
九
月
に
は
、
再

び
徐
徹
氏
と
、
古
丁
の
実
の
妹
で
、
元
東
北
大
学
職
員
の
徐
青
氏
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
。
こ
れ
ら
の
証
言
を
、本
書
で
は
補
助
材
料
と
し
て
用
い
て
い
る
。

満
洲
研
究
者
と
し
て
は
、
元
東
北
師
範
大
学
教
授
の
呂
元
明
氏
、『
東
北
現

代
文
学
大
系
一
九
一
九
～
一
九
四
九
』（
瀋
陽
出
版
社
、
一
九
九
六
）
の
編
集

者
、
張
毓
茂
氏
と
李
春
燕
氏
な
ど
を
訪
問
し
、
研
究
の
貴
重
な
手
が
か
り
を

得
た
。
こ
こ
に
こ
れ
ら
の
方
々
に
対
し
て
深
い
謝
意
を
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
文
献
資
料
の
調
査
は
も
ち
ろ
ん
、
本
研
究
の
成
否
に
関
わ
る
最
も

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
中
国
東
北
地
方
を
は
じ
め
、
北
京
、
上
海
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書
房
の
性
格
は
十
分
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
芸
文
書
房
の
性
格
を
特
定
す
る

た
め
に
、
同
時
期
の
他
の
出
版
社
、
例
え
ば
、
政
府
系
の
満
洲
図
書
株
式
会

社
や
、「
満
人
」
民
間
系
の
益
智
書
店
な
ど
の
出
版
物
の
調
査
も
行
っ
た
。

し
か
し
、
古
丁
関
係
の
資
料
を
す
べ
て
調
べ
上
げ
、
集
め
切
っ
た
と
は
、

と
て
も
言
え
な
い
。
資
料
の
全
容
が
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
に
及
ぶ
か
さ
え

わ
か
ら
な
い
。
新
聞
・
雑
誌
・
単
行
本
い
ず
れ
も
全
冊
そ
ろ
う
形
で
残
っ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
調
査
に
は
さ
ら
に
年
月
を
か
け
て
取
り
組
む
必
要
が

あ
り
、
本
研
究
は
、
ほ
ぼ
概
要
を
つ
か
ん
だ
と
判
断
し
た
時
点
で
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
わ
ば
経
過
報
告
で
あ
る
こ
と
を
了
解
さ

れ
た
い
。

三
︲
二　

本
書
の
構
成

よ
り
客
観
的
、
全
体
的
に
古
丁
像
を
捉
え
る
た
め
に
、
本
書
で
は
、
第
一

部
「
古
丁
の
生
涯
」、
第
二
部
「
翻
訳
活
動
」、
第
三
部
「
創
作
活
動
」、
第
四

部
「
編
集
出
版
活
動
」
に
分
け
て
、
考
察
を
進
め
る
。

ま
ず
、
第
一
部
「
古
丁
の
生
涯
」
で
は
、
古
丁
の
生
涯
の
あ
ら
ま
し
を
描

い
て
み
た
い
。
古
丁
の
思
想
内
容
を
直
接
に
示
す
も
の
に
、
評
論
・
随
筆
類

が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
丁
寧
に
見
て
い
け
ば
、
古
丁
の
思
想
を
お
お
よ
そ
つ
か

む
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
知
人
た
ち
の
回
想
に
現
れ
る
彼
の
思
想
も
参
照
す
る
。

た
だ
し
、
古
丁
の
評
論
・
随
筆
の
う
ち
、「
満
洲
国
」
時
代
の
も
の
は
、
日

麟
』（
一
九
四
一
～
四
五
）、『
電
影
画
報
』（
一
九
三
七
～
四
五
、
後
に
『
満

洲
映
画
』）、『
満
洲
国
語
』（
一
九
四
〇
～
四
一
）、『
書
影
』（
一
九
四
四
）
の

大
部
分
を
確
認
し
た
。
新
聞
に
つ
い
て
は
、『
大
同
報
』『
盛
京
時
報
』
な
ど

の
中
国
語
紙
を
調
査
し
た
。
ま
た
、「
芸
文
志
派
」
の
小
松
・
百
霊
・
外
文
・

疑
遅
・
爵
青
ら
を
は
じ
め
、「
文
選
派
」
や
そ
の
他
の
同
時
代
作
家
、
山
丁
・

王
秋
蛍
・
梅
娘
・
劉
漢
・
楊
絮
な
ど
の
著
作
も
数
多
く
確
認
し
た
。

「
満
洲
国
」
で
の
十
四
年
間
、
古
丁
は
精
力
的
に
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
が
、

テ
キ
ス
ト
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考

察
も
見
当
た
ら
な
い
。
一
方
、
筆
者
独
自
の
調
査
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
単
行

本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
、
石
川
啄
木
『
悲
し
き
玩
具
』（
一
九
四
三
）、
中
島

健
蔵
『
学
窓
と
社
会
』（
一
九
四
一
）、
大
川
周
明
『
米
英
東
亜
侵
略
史
』（
一

九
四
二
）
等
を
掘
り
起
こ
し
、
書
名
し
か
知
ら
な
か
っ
た
夏
目
漱
石
の
長
編

『
こ
ゝ
ろ
』
の
翻
訳
で
あ
る
『
心
』（
一
九
三
九
）
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
単
行
本
の
他
に
、
芸
文
志
事
務
会
編
『
譯
叢
』（
一
九
四
一
）、
梁
孟
庚

（
山
丁
）
編
『
近
代
世
界
詩
選
』（
一
九
四
一
）、
島
崎
藤
村
著
・
杜
白
雨
訳

『
春
』（
一
九
四
二
）、
田
兵
編
・
翻
訳
特
集
雑
誌
『
作
風
』（
一
九
四
〇
）
等

も
確
認
し
た
。

さ
ら
に
、
古
丁
が
社
長
を
務
め
た
出
版
社
兼
書
店
の
株
式
会
社
芸
文
書
房

も
、
彼
の
活
動
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
筆
者
は
芸
文
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
資
料
を
丹
念
に
調
べ
た
。
そ
の
す

べ
て
の
確
認
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
見
出
し
得
た
資
料
に
限
っ
て
も
芸
文
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他
の
文
学
グ
ル
ー
プ
と
批
判
の
応
酬
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
こ
れ
を
考
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
丁
の
立
場
と
共
に
、「
満
洲
国
」
の
「
満
人
」
文
壇
全

体
の
動
向
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
芸
文
書
房
の
出
版
計
画
や

刊
行
さ
れ
た
書
籍
の
検
証
に
よ
っ
て
、
古
丁
ら
の
文
学
・
出
版
活
動
の
目
的

や
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
、
第
五
部
「
結
び
」
で
、
全
体
を
総
合
し
、
結
論
と
す
る
。
各
部
に
、

食
い
違
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
場
合
な
ど
、こ
こ
で
解
決
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

な
お
末
尾
に
は
、
附
録
資
料
編
と
し
て
、
①
調
査
資
料
一
覧　

②
第
四
部

の
参
考
資
料
と
し
て
雑
誌
の
目
次
（『
明
明
』、
芸
文
志
事
務
会
関
係
の
出
版

物
、
聯
盟
『
藝
文
志
』）、
③
古
丁
作
品
一
覧
、
④
古
丁
年
譜
を
付
す
。

本
研
究
は
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
事
業
、
お
よ
び
サ

ン
ト
リ
ー
財
団
か
ら
資
金
助
成
を
受
け
た
。
深
く
感
謝
し
た
い
。

注1　

鈴
木
貞
美
『
日
本
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
五
年
。

2　

李
春
燕
編
『
古
丁
作
品
選
』
春
風
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
六
〇
四
頁
。

3　

同
前
。

4　

尾
崎
秀
樹
『
旧
植
民
地
文
学
の
研
究
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
一
年
、
九
五
頁
。

5　

鉄
峰
「
古
丁
的
政
治
立
場
与
文
学
功
績
」、『
北
方
論
叢
』
一
九
九
三
年
第
五
期
を

参
照
。

6　

岡
田
英
樹
『
文
学
に
み
る
「
満
洲
国
」
の
位
相
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
八

一
～
八
二
頁
。

本
が
実
質
的
に
支
配
す
る
「
満
洲
国
」
政
府
に
よ
る
言
論
統
制
下
で
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
政
策
も
か
な
り
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
変
化

に
は
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
評
論
・
随
筆
は
、
詩
や
小
説
よ
り

も
韜
晦
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
そ
の
文
章
か
ら
内
心
を
読
み
解
く
こ
と

に
は
限
界
が
あ
る
だ
ろ
う
。

翻
訳
は
、
古
丁
が
北
京
大
学
の
学
生
時
代
か
ら
手
が
け
、
左
翼
運
動
に
入

る
き
っ
か
け
に
も
な
り
、
ほ
ぼ
生
涯
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
創
作
の
代
わ
り
に
行
わ
れ
た
時
期
も
あ
る
。
翻
訳
作
品
に
は
、
古
丁
の

外
国
文
学
に
対
す
る
見
方
、
テ
キ
ス
ト
の
選
択
や
そ
の
解
釈
に
関
す
る
指

向
、
そ
し
て
、
中
国
や
「
満
洲
国
」
の
実
状
に
合
わ
せ
た
表
現
方
法
が
如
実

に
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
部
で
は
つ
か
み
き
れ
な
い
古
丁
の
思

想
、
特
に
文
学
観
を
探
る
た
め
に
、
第
二
部
「
翻
訳
活
動
」
で
は
、
翻
訳
の

実
態
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
す
る
。

創
作
に
は
、
作
家
と
し
て
の
古
丁
の
個
性
や
、
そ
の
思
想
・
感
情
が
現
れ

て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
第
三
部
で
は
こ
れ
ら
を
「
創
作
活
動
」
と

し
て
分
析
し
、
考
察
す
る
。

第
四
部
で
は
、
雑
誌
の
刊
行
と
芸
文
書
房
の
活
動
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

古
丁
が
直
接
関
わ
っ
た
の
は
、『
明
明
』
と
二
つ
の
『
藝
文
志
』
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
雑
誌
の
創
刊
と
終
刊
は
、「
満
洲
国
」
の
事
情
と
密
接
に
関
連
し
て
お

り
、
社
会
状
況
に
対
す
る
古
丁
の
反
応
を
語
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
古

丁
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
特
に
『
明
明
』
期
に
は
、
雑
誌
を
足
場
に
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