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歴
史
法
則
と
地
域
性

近
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化
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意
義
と
そ
の
理
恕
型

近
代
化
の
分
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指
標

濃
尾
農
村
近
代
化
の
地
域
性
j
(結
語
に
代
え
て
)
|

諸

号
日

筆
者
は
さ
き
に
、
白
木
地
理
学
会
一
九
五
六
年
度
春
季
学
術
大
会
(
於
法
政
大
学
)

に
お
い
て
、

『
、
濃
尾
農
村
近
代
化
の
歴
史
地
理
学

的
展
望
』
と
題
し
て
研
究
発
表
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
研
究
の
目
的
と
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

「
弦
に
近
代
化
の
歴
史
地
理
学
と
銘
う
っ
た
理
由
は
、

歴
史
地
理
学
な
る
も
の
を
、

単
な
る
過
去
の
景
観
の
復
原
と
い
う
立
場
に
お
い

て
で
は
な
く
、
又
、
景
観
変
遷
史
的
立
場
と
い
う
の
で
も
な
く
、
歴
史
的
発
展
の
仕
方
の
地
域
差
(
変
到
し
て
行
く
も
の
の
変
動
の
仕
方

の
差
に
よ
る
地
域
性
把
握
)

の
分
析
に
志
向
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
方
法
論
的
見
解
に
基
く
。
と
の
よ
う
な
方
法
論
的
前
提
に
導
か



れ
て
、
近
代
化
と
い
う
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
な
発
展
方
向
が
、
濃
尾
農
村
の
場
合
、
他
の
諸
地
域
、
例
え
ば
近
議
関
東
東
北
等
に
対
比
し

て
、
如
何
な
る
地
域
的
特
色
を
も
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
更
に
又
、
濃
尾
の
範
囲
内
に
お
い
て
も
、
そ
の
地
域
差
は
如
何
に
具
現
さ

れ
る
か
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
た
い
」
0

本
稿
は
、
右
に
述
べ
た
如
き
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
歴
史
地
理
学
へ
の
方
法
論
的
序
説
で
あ
る
。
な
お
、
筆
者
の
右
の
学
会
に
お
け
る
発

表
に
際
し
て
は
、
数
氏
の
方
か
ら
次
の
如
き
批
判
と
賛
同
の
開
陳
を
得
た
と
記
憶
す
る
。
本
稿
は
そ
の
批
判
に
対
す
る
応
え
芯
も
あ
り
、

又
、
賛
同
に
励
ま
さ
れ
て
の
大
胆
な
る
意
見
の
一
丹
披
涯
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
併
せ
附
記
し
て
今
後
の
研
究
の
教
導
と
し
た
い
。

)
 

1
 

(
 
歴
史
地
理
学
方
法
論
上
の
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
既
に
学
界
に
お
い
て
芳
慮
さ
れ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な

し、。
(2) 

近
代
化
の
意
義
に
つ
い
て
、
よ
く
吟
味
検
討
す
べ
き
で
な
い
か
。
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(3) 

歴
史
的
発
展
の
地
域
差
究
明
は
結
構
だ
と
し
て
も
、
発
表
者
の
現
在
の
や
り
方
は
、
や
や
も
す
れ
ば
表
面
的
平
面
的
に
流
れ
る
倶
れ

が
あ
る
か
ら
、
寧
ろ
局
所
的
に
深
く
ボ

1
ワ
ン
グ
す
べ
き
で
あ
る
。

歴

史

の

地

理

学

歴
史
地
理
学
を
如
何
に
考
え
る
か
は
、
基
本
的
前
提
と
し
て
、
歴
史
学
と
地
理
学
と
を
如
何
に
考
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

「
歴
史
と
は
い
ち
お
う
、
音
の
で
き
ご
と
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
昔
と
は
時
間
の
上
の
観

で
は
歴
史
と
は
何
ぞ
や
と
い
え
ば
、
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念
で
あ
り
、
生
活
上
の
体
験
で
あ
る
O
i
-
-
-
と
こ
ろ
で
歴
史
と
い
う
言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
で
き

ご
と
に
関
す
る
知
識
を
さ
す
こ
と
で
あ
る
」
。
又
、
「
時
間
の
中
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
人
間
も
動
物
も
植
物
も
同
じ
だ
と
い
え
る
か
も



知
れ
な
い
。
:
:
:
し
か
し
、
今
日
一
般
に
歴
史
と
い
う
時
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
過
去
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
含
ま
な
い
の
が
通
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例
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
」
斐
1
)

と
こ
ろ
が
、
地
史
と
い
い
、
地
球
の
歴
史
と
い
い
、
又
は
自
然
史
H
博
物
学

(
Z
E
C
E日
出
-
匁
oミ
)
と
い
う
と
き
、
そ
の
歴
史
と
は
、

も
っ
と
広
義
の
、
あ
る
意
味
で
は
通
俗
的
な
、

し
か
し
寧
ろ
す
な
を
な
概
念
と
し
て
受
け
と
れ
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
す
な

を
で
あ
る
と
は
、
人
間
に
の
み
局
限
し
て
、
あ
ま
り
に
も
専
問
化
し
、
深
化
し
、
純
化
し
た
と
思
う
と
き
、
実
は
特
殊
迷
路
に
初
復
し

て
、
歪
曲
さ
れ
ざ
る
大
道
の
方
向
を
誤
る
倶
れ
な
し
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
歴
史
が
す
ぐ
れ
て
人
間
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
事
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
若
し
自
然
の
歴
史
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
専
ら
自
然
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
も
亦
当

然
で
あ
ろ
う
。
唯
、
人
間
と
自
然
と
を
共
通
の
地
盤
に
置
く
と
き
、
歴
史
学
の
概
念
の
中
に
は
、

「
時
間
的
な
継
起
発
展
」

と
い
う
公
約

数
が
残
り
、
時
間
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
が
構
成
せ
ら
れ
る
と
言
い
得
ょ
う
。

地
理
学
の
場
合
に
お
い
て
も
亦
同
様
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
人
文
地
理
学
」
と
い
い
、
進
み
て
は

い
う
と
き
、
そ
れ
は
専
問
化
し
、
深
化
し
、
純
化
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
の
人
文
地
理
学
が
、
す
ぐ
れ
て
人
間
的
に
研
究
把
握
さ

「
社
会
科
学
と
し
て
の
地
理
学
」

と

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
我
々
が
ひ
る
が
え
っ
て
「
自
然
地
理
学
」
と
い
う
と
き
、
人
間
と
自
然
と
を

共
通
の
地
盤
に
置
い
た
上
で
の
「
空
間
的
な
展
開
の
多
様
性
H
-地
域
差
」
と
い
う
公
約
数
が
残
り
、
か
く
て
ヘ
ッ
ト
ナ

l
教
授
に
随
っ
て

「
地
表
上
に
お
け
る
空
間
的
秩
序
に
関
す
る
科
学
」
乃
至
は
一
ー
地
表
の
コ
ロ
ロ
ギ
1
前
科
学
」
註

(

2

)

と
し
て
の
地
理
学
を
構
成
す
る
事
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
右
の
如
き
歴
史
科
学
と
地
理
科
学
と
を
結
合
せ
し
め
て
、
如
何
に
歴
史
地
理
学
な
る
も
の
が
構
成
せ
ら
れ
る
か
。
事
柄
は

簡
単
で
あ
る
。
歴
史
地
理
学
と
は
、
例
え
ば
経
済
地
理
学
が
経
済
現
象
を
地
理
学
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

「
歴
史
を



地
理
学
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

「
歴
史
地
涯
学
的
に
把
握
す
る
」
の
で
あ
る
。
即
ふ
り
、
凡
ゆ
る
地
球
上
の
現
象
は
時

間
的
な
継
起
発
展
を
示
す
が
、
そ
の
歴
史
的
発
展
の
仕
方
が
地
域
差
を
も
っ
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
地
域
性
認
識
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
歴

史
地
理
学
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
に
、
地
理
を
歴
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
把
握
す
る
仕
方
も
亦
存
在
し
よ
う
。
即
ち

そ
れ
は
「
地
域
史
」
で
あ
り
、
所
謂
る
普
通
に
い
う
地
方
史
あ
る
い
は
郷
土
史
と
い
わ
れ
る
分
野
は
、
実
は
そ
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て

こ
そ
考
究
さ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
と
も
言
い
得
ょ
う
。
即
ち
、
普
通
に
所
謂
る
地
方
史
と
い
い
郷
土
史
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
果
し

て
右
の
如
き
「
地
域
の
歴
史
」
と
し
て
の
構
成
と
内
容
と
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
我
々
と
し
て
不
満
の

感
ぜ
ら
れ
る
点
も
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
概
念
規
定
の
上
か
ら
は
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
べ
き
筋
合
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
地
理
学
の
概
念
規
定
と
し
て
普
及
さ
れ
て
い
る
「
過
去
の
景
観
の
復
原
」
乃
至
は
「
景
観

変
遷
史
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
註
(
3
3

歴
史
地
理
学
を
規
定
し
て
単
な
る
過
去
の
景
観
の
復
原
と
い
う
と
き
、
我
々
と
し
て
も
疑
問
の
持
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た
れ
る
点
の
一
つ
は
、
過
去
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
、
特
に
過
去
の
限
界
設
定
に
関
す
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
例
え
ば
日
本
史
に
つ
い
て

い
え
ば
、
過
去
と
は
明
治
維
新
以
前
を
言
う
の
か
、
あ
る
い
は
又
明
治
時
代
は
過
去
で
な
い
の
か
、
大
正
・
昭
和
と
、
歴
史
学
に
お
け
る

現
代
史
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
が
如
く
、
過
去
と
は
一
体
ど
の
時
点
に
お
い
て
劃
期
す
べ
き
か
と
い
う
呉
論
の
成
立
で
あ
る
。
こ
の
点

に
関
す
る
限
り
、
-
我
々
は
ヘ
ッ
ト
ナ
l
教
授
に
お
け
る
「
時
間
の
切
断
面
理
論
」
に
追
随
的
で
あ
り
得
な
い
。
民
と
し
か
ら
ば
次
に
、
そ

れ
よ
り
更
に
進
み
て
景
観
変
遷
史
と
い
う
と
き
、
変
遷
史
と
は
文
字
通
り
正
に
変
遷
史
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
学
の
方
法
論
的
範
時
そ

属
す
る
の
で
な
い
か
。
景
観
を
よ
り
厚
み
を
も
っ
た
厳
密
な
意
味
で
の
「
景
域
」
受
5
)
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
ら
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ば
景
観
変
遷
史
と
は
前
述
の
意
味
に
お
け
る
「
地
域
反
」
に
外
な
ら
ず
、
地
理
を
歴
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
把
握
す
る
地
理
学

的
な
歴
史
学
で
あ
る
と
言
い
得
ょ
う
。
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歴

史

法

則

と

地

域

性

筆
者
は
嘗
て
、
次
の
如
く
論
じ
た
事
が
あ
る
。
註
(
6

地
理
学
的
認
識
の
究
極
の
目
標
は
何
か
と
い
え
ば
や
は
り
「
地
域
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
現
代
地
理
学
界
の
主
流
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
で
、

「
地
域
差
一
と
い
い
、

「
地
域
性
一
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
諸
々
の
条
件
の
組
み
合
わ
さ
っ
た
結
果
の
、
地
的
に
涼
一

さ
れ
た
、
他
の
地
域
と
は
代
置
で
き
な
い
、
そ
の
地
域
の
個
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
普
遍
性
と
い
い
一
般
性
と
い
う
、
あ
る
い

は
地
理
学
的
法
則
と
い
う
概
念
と
は
、
全
く
相
対
立
す
る
名
辞
で
は
な
い
か
。

方
法
分
化
的
に
科
学
を
分
類
す
る
と
き
、
、
法
町
科
学
な
り
や
記
述
科
学
な
り
や
は
、
地
理
学
方
法
論
に
お
け
る
基
本
的
問
題
点
の
一
つ

と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
と
ご
ろ
で
、
凡
そ
法
則
と
は
実
在
具
体
の
中
か
ら
抽
象
化
に
抽
象
化
を
重
ね
て
共
通
な
る
も
の
を
ぬ
き

出
し
、
そ
れ
を
反
復
生
起
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
う
が
故
に
、
時
空
を
超
越
す
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
然
科
学
に
お
け
る

コ
洛
下
の
法
則
」
は
、
古
代
に
お
い
て
も
現
代
に
お
い
て
も
、
又
日
本
に
お
い
て
も
米
国
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
正
に
普

遍
的
法
別
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
記
述
は
事
象
の
存
在
を
離
れ
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
地
域
(
空
間
)

を
離
れ
な
い
地
理
学
は
、

時
代
時
聞
を
離
れ
な
い
歴
史
学
と
共
に
、
記
述
科
学
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
唯
、
地
理
的
事
象
の
何
故
に
成
立

す
る
か
を
説
明
し
理
解
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
乃
至
三
つ
の
地
域
の
地
域
的
対
比
の
み
で
は
未
だ
第
一
次
的
初
歩
的
た
る
を
免
れ
ず
、
終

極
的
に
は
よ
り
一
般
的
普
遍
的
な
る
も
の
の
知
識
を
借
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
を
持
つ
も
の
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
法
町
な
る
用
語
を
う
ち
棄
て
て
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
l
流
の
「
理
想
型
」
註
〈
7
)
の
概
念
を
借
用
し
、
そ
れ
を
手
段
と
し
写
鏡
と
し



¥
て
、
地
域
性
を
認
識
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
の
が
、
筆
者
の
学
生
諸
君
に
対
す
る
平
常
の
論
法
で
あ
る
。
し
か
し
、

理
恕
型
は
如
何

に
し
て
把
握
す
る
か
。
や
は
り
抽
象
化
の
所
産
で
あ
り
、
抽
出
さ
れ
た
結
果
を
法
則
と
呼
ぼ
う
が
、

理
怨
型
と
呼
ぼ
う
が
、
将
た
又
傾
向

と
か
蓋
然
と
か
の
言
葉
で
呼
ほ
う
が
、
や
は
り
具
体
よ
り
抽
象
へ
の
所
産
に
外
な
ら
な
い
。
但
し
、

い
ず
れ
で
も
あ
れ
そ
の
よ
う
な
一
般

的
な
尺
度
に
照
ら
し
て
こ
そ
、
始
め
て
真
の
個
性
が
浮
彫
り
に
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
地
理
学
的
認
識
に
も
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
そ
の

よ
う
な
も
の
が
欲
し
い
の
で
あ
る
。
法
則
か
個
性
か
は
、
凡
そ
学
聞
が
、
断
片
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
統
一
を
も
っ
知
識
で
あ
る
が
た
め
の
、

盾
の
両
面
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
科
学
に
お
い
て
は
法
則
が
重
要
な
る
地
位
を
占
め
る
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
関
す

る
記
述
も
亦
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
物
は
落
ち
る
落
下
の
法
則
。
し
か
し
羽
毛
は
舞
い
上
る
。
羽
毛
の
実
態
(
個
性
)

は
、
落
下
の
法
則

の
み
で
は
如
何
と
も
把
握
さ
れ
な
い
が
、
落
下
の
法
則
に
照
ら
し
て
考
慮
し
て
始
め
て
、
空
気
の
抵
抗
や
構
造
上
の
特
性
に
基
い
て
舞
い

上
る
、
真
正
な
る
姿
の
把
握
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
空
白
)
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で
は
当
面
の
歴
史
地
理
学
的
認
識
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
法
則
な
る
も
の
は
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
に

は
、
地
理
学
が
記
述
科
学
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
歴
史
学
そ
の
も
の
に
お
い
て
定
立
さ
れ
て
い
る
も
の
を
借
用
す
る
外
は
な
い
。
こ
の
普
遍

的
な
る
も
の
の
借
用
は
記
述
科
学
の
宿
命
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
歴
史
学
そ
の
も
の
が
、
元
来
で
の
記
述
科
学
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
法

則
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
る
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
普
遍
化
が
歴
史
の
地
盤
に
止
る
限
り
に
お
い
て
、
法
則
を
求
め
る
こ
と
至
難
で
あ

り
、
唯
、
定
型
(
模
型
・
理
想
型
)

の
み
が
求
め
得
ら
る
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
が
成
立
す
る
所
以
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
こ
で
、
こ
の

え
方
に
倣
い
た
い
と
思
う
。
又
、
段
階
法
則
と
い
い
、
類
型
法
則
と
川
わ
れ
る
も
の
も
、
そ
の
実
は
理
恕
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
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考
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
継
起
発
展
の
理
想
型
を
本
筋
と
し
、
物
指
し
と
じ
、
写
鏡
と
し
て
、
そ
れ
と
の
偏
差
を
検
討
し
て
始
め
て
、
地
域

性
と
い
わ
れ
る
も
の
の
真
姿
に
接
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
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四

近
代
化
の
意
義
と
其
の
理
想
型

地
理
学
的
認
識
に
お
け
る
「
史
学
的
見
解
の
透
徹
」
と
い
う
こ
と
は
、
ブ
ラ

l
シ
ュ
以
来
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
誌
(
9
)
0

し
か
し
こ

ぐ
れ
て
動
学
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
と
同
義
で
は
な
い
。

の
事
は
、
ブ
ラ

l
シ
ュ
に
あ
っ
て
は
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
動
物
的
な
る
に
対
し
て
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
事
の
別
語
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
す

一
般
に
「
静
学
は
均
衡
又
は
秩
序
を
対
象
と
し
、
動
学
は
発
達
又
は
変
動

を
対
象
と
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
」
o

註
(
印
)
そ
れ
は
コ
ン
ト
の
社
会
勤
学
提
唱
以
来
の
、
社
会
科
学
に
お
け
る
重
要
叙
述
法
で
あ
る
。
が
、

ブ
ラ

1
シ
ュ
に
あ
っ
て
は
歴
史
的
見
解
の
透
徹
を
特
色
と
し
な
が
ら
も
、
歴
史
は
地
域
性
の
条
件
で
あ
り
、
特
に
人
間
中
心
的
に
主
体
的

条
件
で
は
あ
り
得
て
も
、
叙
述
の
仕
方
は
静
学
的
な
色
彩
が
濃
い
と
観
る
は
、
果
し
て
見
当
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
寧
ろ
、
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
に

お
い
て
の
方
が
動
学
的
で
あ
り
、
唯
、
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
に
あ
っ
て
は
人
間
性
が
見
失
か
れ
、
人
間
の
歴
史
が
単
な
る
出
来
事
の
反
復
生
起
と

し
て
、
自
然
に
従
属
し
て
い
る
点
前
問
題
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
上
述
の
党
味
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
に
お
い
て
は
、
す
ぐ

れ
て
動
学
的
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
を
持
つ
。
例
え
ば
と
こ
に
「
近
代
化
」
と
い
う
。
そ
れ
は
正
に
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
既
に
、

動
学
的
概
念
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
最
近
の
地
担
学
界
に
お
い
て
も
、
工
業
化
と
い
い
、
あ
る
い
は
都
市
化
・

商
品
化
・
合
理
化
・
通
勤
化
等
々
と
い
う
が
如
く
、
い
ず
れ
も
す
ぐ
れ
て
勤
学
的
な
用
語
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
概
念
規
定
が
問
題
視
さ

れ
、
又
研
究
対
象
と
さ
れ
る
傾
向
の
強
い
点
で
あ
っ
て
、
地
理
学
が
静
学
よ
り
更
に
進
み
て
勤
学
を
開
拓
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
興

味
が
深
い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
嘗
て
よ
り
折
に
ふ
れ
動
態
的
地
理
な
ど
と
い
わ
れ
た
も
の
の
再
確
認
乃
至
は
止
拐
で
あ
る

と
も
言
い
得
ょ
う
。
歴
史
地
理
学
の
叙
述
は
、
正
に
新
し
い
動
学
的
地
理
学
の
典
型
を
一
不
す
、
も
の
で
あ
り
た
い
。

で
は
こ
こ
に
「
近
代
化
」
と
は
何
か
。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
人
々
そ
れ
ぞ
れ
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
も
の
の
如
く
、
筆
者
も
亦
筆
者



な
り
に
独
自
の
見
解
を
と
る
と
す
れ
ば
、
混
乱
は
更
に
深
ま
る
慎
れ
な
し
と
し
な
い
か
ら
、
現
状
に
お
い
て
は
、
な
る
べ
く
先
学
の
解
釈

に
依
拠
し
つ
つ
、

一
応
の
限
定
解
釈
を
採
る
こ
と
に
と
ど
む
る
の
が
穏
当
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
近
代
化
と
は
、
先
、
ず

第
一
の
限
定
と
し
て
、
社
会
経
済
史
の
分
野
に
限
る
と
し
よ
う
。
し
か
ら
ば
、
例
え
ば
大
塚
久
雄
教
授
が
「
近
代
化
の
歴
史
的
起
点
」
と

い
う
と
き
、
其
処
で
い
う
近
代
化
と
は
、

「
近
代
化
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
ご
ろ
の
「
氏
主
化
」
と
い
う
語
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
あ
る

つ
ま
り
、
封
建
的
な
も
の
の
崩
壊
と
資
本
主
義
的
な
も
の
の
成
立
と
い
う
厳
密
な
意
味
で
の

「
近
代
化
」
の
み
で
な
く
、
そ
う
し
た
も
の
の
歴
史
的
に
よ
り
高
い
段
階
へ
の
止
揚
と
い
う
事
完
も
亦
含
ま
れ
て
い
る
」
と
。
訟
(
口
)

程
度
漠
然
た
る
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

右
に
お
い
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
近
代
化
と
は
、

一
ー
封
建
的
な
も
の
の
崩
壊
と
資
本
主
義
的
な
も
の
の
成
立
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
に
お
け
る
近
代
化
と
は
、
第
二
の
限
定
と
し
て
、

「
そ
う
し
た
も
の
の
歴
史
的
に
よ
り
高
い
段
階
へ
の
止
揚
」
と
い
う
概
念

を
除
去
し
よ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
よ
り
一
口
問
い
段
階
へ
の
止
揚
と
は
、
近
代
的
な
る
も
の
が
よ
り
高
度
化
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
近
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代
化
と
い
う
用
語
の
厳
密
な
意
味
か
ら
は
外
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
九
そ
「

O
O化
L

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
「
あ
る

固
定
せ
る
理
想
像
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
な
る
・
過
程
の
詣
で
あ
る
。
固
定
せ
る
理
想
像
に
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
な
っ
て
し
ま
え
ば
、

「

0
0

化
は
そ
れ
で
終
了
す
る
。
後
は
高
度
化
が
あ
り
、
深
化
が
あ
り
、
分
化
・
純
化
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
理
想
そ
の
も
の
の
性
格
を

反
映
し
て
無
限
に
尽
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
逆
に
複
雑
化
退
化
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
又
、
そ
の
段
階
で
は
既
に
別
な
も
の
へ
の

「
O
O
化
」
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
近
代
花
(
資
本
主
義
化
)
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
の
高
度
化
す
る
と
こ

ろ
、
マ
ル
ク
ス
学
派
に
言
わ
し
む
れ
ば
、
既
に
共
産
化
(
社
笠
主
義
ル
M
J

が
進
み
つ
つ
あ
る
や
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
近
代
化
の
概
念
規
定
に
は
、
資
本
主
義
社
会
の
固
有
の
固
定
せ
る
担
想
像
が
必
安
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、

「
資
本
主
義
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
生
産
体
系
の
構
造
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
商
品
生
産
流
通
と
同
一
で
も
な
け
れ
ば
、
貨



幣
経
済
一
般
で
も
な
い
。
:
:
:
世
界
史
の
一
段
階
的
形
態
と
し
て
の
資
本
主
義
が
他
の
社
会
構
成
か
ら
特
徴
付
け
ら
れ
る
点
は
、

「
自
由
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な
」
賃
労
働
の
存
在
、
市
も
単
な
る
孤
立
的
・
分
散
的
な
賃
労
働
の
存
在
で
は
な
く
、
社
会
的
生
産
に
お
け
る
労
働
力
の
一
般
的
基
本
形

態
が
自
由
な
賃
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
労
働
力
は
、

一
般
に
、
労
働
者
自
身
に
と
っ
て
彼
に
属
す
る
商
品
の
形
態
を
と

っ
て
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
:
;
:
賃
労
働
及
び
産
業
資
本
が
社
会
的
生
産
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
経
済

社
会
の
構
成
を
資
本
主
義
と
呼
ぶ
」
日
矢
口
)
と
す
る
の
が
一
般
の
時
々
共
通
せ
る
解
釈
で
あ
ろ
う
。
近
代
化
と
は
、
既
述
の
如
く
社
会
経
済

史
の
分
野
に
限
定
す
れ
ば
、
封
建
的
な
る
も
の
か
ら
、
右
の
よ
う
な
資
本
主
義
社
九
一
ム
に
変
化
す
る
過
程
の
詣
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
近
代
化
の
過
程
は
、
一
般
に
如
何
な
る
過
程
で
進
行
す
る
か
。
共
処
に
厳
密
な
意
味
で
の
発
展
法
則
が
定
立
さ
れ

得
な
い
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
理
想
的
な
型
が
芳
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
え
ば
、
読
者
は
恐
ら
く
、
世
界
史
的
に
は
か
の
西
欧
の
、
特
に
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
進
行
し
た
近
代
化
の
典
型
と
い
わ
れ
る
も
の
に
想
倒
す
る
で
あ
ろ
う
。
紙
数
の
関
係
上
、
今
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
を

示
す
暇
は
な
い
が
、
そ
れ
は
厳
密
に
は
イ
ギ
リ
ス
型
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
数
の
実
験
値
を

X
-
Y
の
出
棋
に
投

影
し
て
、
例
え
ば
い
で

H
a
a
の
相
関
線
が
引
か
れ
た
と
し
て
、

理
論
的
な
類
推
の
上
か
ら
も
、

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
そ
の
直
線
上
に
乗
る

と
観
る
の
で
あ
る
。

人
あ
る
い
は
右
の
よ
う
な
仕
方
は
、
歴
史
学
者
の
採
る
方
法
と
、
何
等
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
一
一
一
一
口
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
域
的
な

取
扱
い
の
仕
方
に
お
い
て
、
歴
史
家
と
地
理
家
と
の
両
者
間
に
は
、
相
当
な
聞
き
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
共
に
、
歴
史
家
が
研
究
す
る
か

ら
地
理
学
的
認
識
で
な
い
と
い
う
が
如
き
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
歴
史
家
で
あ
る
筈
の
古
島
敏
雄
教
授
が
、

「
幕
溶
体
制
成

立
期
に
お
け
る
農
村
構
造
の
地
域
性
」
註
(
日
)
と
い
う
と
き
、
我
々
は
そ
の
地
理
学
的
見
解
の
透
徹
に
、
地
理
家
側
と
し
て
の
共
感
を
感
ず

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
唯
筆
者
の
み
で
あ
ろ
う
か
。



五

近

代

化

の

分

析

指

標

ー

以
上
述
べ
た
如
く
、
近
代
化
の
意
義
が
確
定
し
、
更
に
そ
の
理
想
型
が
定
立
さ
る
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
を
物
指
し

と
し
写
鏡
と
し
て
、
地
域
性
の
認
識
に
入
る
事
が
出
来
よ
う
。
進
み
て
言
え
ば
、
理
想
型
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
平
均
値
で
あ
り
、
法
則

で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
地
域
、
又
は
あ
る
時
代
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
が
定
立
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
て
、
決
し
て
差
し
支
え
な

い
。
具
体
的
研
究
に
当
っ
て
は
、
恰
も
尺
貫
法
で
測
る
か
、
メ
ー
ト
ル
法
で
測
る
か
、
あ
る
い
は
又
粁
で
測
る
か
糎
で
測
る
か
等
々
の
如

く
、
物
指
し
の
質
と
ス
ケ
ー
ル
の
相
違
は
当
然
に
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
未
だ
理
想
型
の
定
立
出
来
な
い
研
究
段
階
に
あ

つ
て
は
、
恰
も
数
個
の
も
の
の
軽
重
・
広
狭
・
深
浅
等
を
比
ぶ
る
だ
け
に
終
る
が
如
き
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
地
理
学
に
お
け
る

第
一
次
的
・
初
歩
的
な
地
域
対
比
が
正
に
そ
れ
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
近
代
化
の
地
域
性
を
認
識
す
る
た
め
の
一
般
的
物
指
し

(
理
想
型
)
が
定
立
さ
れ
た
と
し
て
、
で
は
次
に
、
そ
れ
に
よ
っ

て
何
を
測
定
す
べ
き
か
。
恰
も
、
あ
る
物
体
の
性
格
を
知
ら
ん
と
し
て
、
長
さ
を
測
る
か
、
体
積
か
重
量
か
:
:
:
と
い
っ
た
如
く
、
そ
の

も
の
の
性
格
を
浮
彫
り
に
す
る
が
如
き
指
標
が
必
要
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
紙
数
に
限
り
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
組
々
述
べ
る
余
裕
は
な

い
が
、
近
代
化
の
分
折
指
標
と
し
て
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
大
別
し
て
次
の
二
つ
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
筆
者

も
亦
こ
れ
に
倣
い
た
い
と
思
う
。

、
~> 

)
 

l
 

(
 
商
品
貨
幣
経
済
の
渉
透
状
況
。
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こ
れ
は
商
品
作
物
の
栽
培
状
況
・
金
肥
の
使
用
状
況
・
市
場
構
造
の
状
況
・
農
間
余
業
H
兼
業
構
造
の
状
況
・
農
村
工
業
の
状
況
等
の

分
析
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
る
。



(2) 

農
民
の
分
解
状
況
。
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こ
れ
は
商
品
貨
幣
経
済
の
渉
透
に
よ
る
結
果
的
現
象
で
あ
る
が
、
総
合
的
指
標
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
汚
え
ら
れ
る
。

ー，、

近
世
濃
尾
農
村
近
代
化
の
地
域
性

-
1
(牡
柏
町
一
一
川
に
代
え
て
)
|
|

筆
者
は
、
以
上
述
べ
て
来
た
如
き
歴
史
地
理
学
に
対
す
る
筆
者
な
り
の
方
法
論
的
前
提
に
導
か
れ
て
、
法
尼
農
村
の
研
究
を
手
が
け
て

来
た
。
但
し
、
実
は
そ
れ
は
、
濃
尾
農
村
人
口
研
究
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
正
し
く
は
「
浪
足
農
村
人
口
現
象
の
歴
史
地
理
学
的
研

究
」
と
い
っ
た
程
の
も
の
で
あ
り
、
得
ら
れ
た
成
央
も
、
筆
者
の
浅
学
の
故
を
以
て
、
自
ら
省
み
て
も
恥
ず
か
し
い
程
度
の
も
の
で
あ
る

が
、
敢
て
本
稿
の
結
語
に
代
え
て
、
唯
今
ま
で
に
得
ら
れ
た
結
果
か
ら
、
近
世
濃
尾
袋
村
近
代
化
の
地
域
性
に
関
す
る
限
り
に
つ
い
て

の、

一
応
の
展
望
を
与
う
れ
ば
凡
右
次
の
如
く
で
あ
る
。

1
 

1
 

(
 
先
ず
総
括
的
に
一
士
一
日
え
ば
、
位
置
地
形
気
候
等
、
自
然
地
理
学
上
の
特
性
は
い
わ
ず
も
が
な
、
凡
ゆ
る
地
域
的
現
象
が
、
大
局
的
に
観

て
、
こ
の
地
域
で
は
西
南
日
本
と
東
北
日
本
と
の
中
間
前
移
地
域
又
は
廻
廊
地
域
と
し
て
の
特
性
を
持
つ
も
の
の
如
く
、
近
代
化
の
様

相
も
亦
近
畿
の
先
進
性
と
関
東
東
北
の
後
退
位
に
対
し
、
中
間
性
を
示
す
。

(2) 

商
品
貨
幣
経
済
の
渉
一
透
状
況
に
つ
い
て
、
例
え
ば
商
業
的
農
業
の
展
開
の
仕
方
を
観
れ
ば
、
こ
の
平
野
は
畿
内
を
核
心
と
す
る
棉
作

と
、
関
東
京
北
に
盛
行
し
て
行
っ
た
養
蚕
と
の
中
間
競
合
地
域
と
し
て
の
特
色
を
持
ち
、
就
中
、

一
般
的
に
先
進
的
と
観
ら
れ
る
棉
作

と
雄
も
、
畑
地
棉
作
率
の
示
す
と
と
ろ
は
、
局
所
的
に
は
畿
内
に
接
近
す
る
程
の
高
度
な
村
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
極
く
限
ら
れ
た
範

固
に
つ
い
て
で
あ
る
。
他
の
分
析
指
標
の
示
す
と
こ
ろ
も
亦
右
に
類
似
す
る
。
注

(

M

)

・
(
日
)



(3) 

農
民
の
分
解
状
況
に
つ
い
て
、
先
ず
然
高
(
水
呑
)
卒
の
一
示
す
と
こ
ろ
は
、
東
北
の
前
近
世
的
遺
制
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の

は
例
外
と
し
て
、
畿
内
の
驚
く
べ
き
高
率
と
関
東
の
低
率
が
注
目
さ
れ
、
濃
尾
は
そ
の
中
間
性
を
示
す
o

市
う
し
て
幕
末
に
お
い
て

は
、
濃
尾
は
近
畿
段
階
へ
と
、
急
激
に
追
い
つ
い
て
行
く
が
如
く
に
展
望
せ
ら
れ
る
。

(4) 

更
に
百
姓
持
高
別
階
層
構
成
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
、
分
解
状
況
は
や
は
り
近
畿
の
先
進
性
と
関
東
の
後
進
性
に
対
す
る
中
間
性
で

あ
る
。

(5) 

要
す
る
に
近
世
濃
尾
農
村
近
代
化
の
地
域
性
は
、
近
畿
の
先
進
性
と
、
関
東
一
東
北
の
後
退
性
に
対
す
る
中
間
性
で
あ
り
、
こ
れ
を
地

域
に
落
し
て
言
え
ば
、
そ
の
展
開
の
仕
方
は
、
近
畿
の
「
面
的
」
、

関
東
・
東
北
の
「
点
的
」
に
対
し
、

浪
尾
は
「
線
的
」
な
展
開
を

示
し
つ
つ
幕
末
に
到
っ
た
も
の
と
展
望
せ
ら
れ
る
。

(6) 

濃
尾
の
範
囲
内
に
お
け
る
地
域
差
は
、
例
え
ば
野
菜
・
間
・
表
蚕
等
の
特
産
地
の
成
立
が
認
め
ら
る
る
も
の
の
、
農
民
分
解
は
概
し

近代化の歴史地理学序説

て
山
間
部
に
お
い
て
低
位
、
平
野
部
に
お
い
て
高
位
、
特
に
主
要
街
道
筋
に
お
け
る
一
高
位
性
(
近
代
化
の
線
的
展
開
)
が
注
目
せ
ら
れ

る
。
但
し
、
無
高
率
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
低
湿
地
千
拓
新
田
地
域
に
お
い
て
は
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
の
村
も
存
在
し
、
そ
の
特
殊
性
に

基
〈
例
外
を
示
し
て
い
る
。

(
一
九
五
八
年
一
一
月
九
日
稿
了
)

註
} 

男

=] =ョ
且Il歴
塑 史
学に
史つ
』い

新て
t!t G:::ョ

理五
百，'Ii I 

座 八
第頁
~ 0 

巻fi!-j
批h 和
理二
学十
本J アミ
質 ~r .{戸
論

(1) 

目巴

後

手日

富
山
房
。

(2) 

飯

本

」
ノ~ 

一
四
二
瓦
l
一
四
三
一
氏
。
昭
和
三
十
年

朝
倉
書
匹
。
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藤

附

謙

二

郎

(4) (3~ 

之

『
控
史
地
見
学
総
説
』
新
地
理
講
座
第
七
巻
ぽ
史
地
理
、

前
掲
『
地
理
学
出
入
』
一
四
七
五
。

一
真
!
一
一
一
一
一
氏
。
昭
和
三
十
一
年

朝
倉
全
日
活
。

飯

本
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(5) (7) (6i 

飯拙

本干向

イ言

之

同
右
、
八
四
真
。

『
地
理
学
及
地
理
教
育
に
お
け
る
若
干
の
草
木
的
問
題
点
』
愛
知
学
芸
犬
地
理
学
報
告

地
理
教
育
特
輯
号

昭
和
三
十
年

(8) 

『
社
会
科
学
方
法
論
』
岩
波
文
庫
版
。

こ
の
辺
の
記
述
は
次
の
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ

i
パ
l

(9) 日目l
 
I
 

M
Hい(昭j

一._
I局飯高大

回塚回塚

保浩保久

(13) 

高

橋

幸

八

郎
敏

(1司(15) 

古抗日拍

島稿稿

馬

『
社
会
科
学
通
論
』
昭
和
二
十
五
年
、
有
斐
閣
。

『
地
視
学
批
判
』
一
五
三
頁
。
昭
和
ご
十
三
年

帝
国
書
院
。

馬

前
掲
『
社
会
科
学
通
論
』
八
八
頁
。

『
近
代
化
の
歴
史
的
起
点
』
一
頁
。
昭
和
二
十
一
二
年

学
生
虫
官
房
。

雄

『
近
代
資
本
主
義
の
成
立
』
一
二
一
良
|
四
頁
。
昭
和
二
十
八
年

東
京
大
学
出
版
会
。

ガE

『
農
村
構
造
の
歴
史
的
展
開
』
日
本
歴
史
講
座
第
四
巻
中
世
篤
伯
、

一
二
二
頁
|
一
二
六
頁
。
昭
和
二
十
七
年
河
内
害
一
男
。

『
濃
尾
平
野
に
於
け
る
徳
川
時
代
の
商
品
貨
幣
経
済
の
疹
透
』
(
濃
尾
殻
村
人
口
研
究
第
二
級
)
、
愛
知
学
芸
大
学
地
頭
学
報

告
第
四
号
、
同
和
二
十
八
年
。

『
濃
尾
農
村
近
代
化
の
地
域
性
|
波
州
中
島
郡
東
加
賀
野
井
村
の
場
合
|
』
、
(
濃
尾
農
村
人
口
研
究
第
六
報
)
、

愛
知
学
芸

大
学
研
究
報
告
管
八
拐
、
近
刊
。




