
ら
れ
た
乙
と
を
あ
り
が
た
く
思
う
も
の
で
あ
る
。

，.....、

清

野

孝

崎

書

評

地

割

の

歴

史

地

理

学

的

研

究

柴
田
孝
夫
著

歴
史
地
理
学
研
究
の
主
体
と
な
す
も
の
は
古
文
書
・
古
図
な
ど
の
史
料
で
あ

り
、
そ
の
有
無
や
内
容
は
研
究
を
左
右
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
世
は
と
も

か
く
、
古
代
・
中
世
の
史
料
は
そ
の
数
最
も
少
く
地
域
的
に
も
隈
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
著
者
は
地
割
を
資
料
と
し
て
と
り
あ
げ
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
古
代
や
中

世
に
お
け
る
地
域
の
復
原
を
行
な
い
、

さ
ら
に
近
世
に
つ
い
て
も
江
戸
城
下
町

な
ど
に
そ
れ
を
試
み
た
。
地
割
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
と
い
え
ば
、
連

想
さ
れ
る
の
は
条
皇
制
で
あ
り
、

そ
の
研
究
も
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
著
者
の
ね

ら
い
は
条
里
制
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
地
割
を
利
用
し
て
の
歴
史
地
理
学
的
研

究
と
い
う
立
場
を
と
る
。

し
た
が
っ
て
本
書
の
内
容
は
、
著
者
の
多
年
に
亘
る

多
く
の
地
域
的
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、

地
割
前
に
よ
る
歴
史
地
理
学
的
研
究

の
方
法
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

地
割
は
何
処
に
も
何
時
の
時
代
に
も
あ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
地
理

学
的
研
究
の
資
料
と
し
て
何
処
で
も
と
り
あ
げ
る
と
と
が
で
き
る
。
し
か
し
歴

史
地
理
学
的
研
究
と
い
う
乙
と
に
な
る
と
、
そ
乙
に
は
先
ず
地
割
前
の
持
続
性
と

A

い
う
乙
と
が
必
要
条
件
と
な
る
。
著
者
は
と
の
点
に
つ
き
、
東
大
寺
領
糞
置
荘

や
円
覚
寺
領
富
田
在
な
ど
の
条
里
、

あ
る
い
は
奈
良
・
京
都
な
ど
の
条
坊
の
事

例
を
あ
げ
て
説
く
。

し
か
し
地
割
は
洪
水
、
河
道
の
変
遷
な
ど
の
自
然
の
変
化 、--'

や
耕
地
整
理
、
情
造
改
善
事
業
な
ど
の
社
会
事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
変
形
を
う

乙
の
変
形
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
究
明
す
る
ζ

と
が
、
地
割
の
歴
史
地
理
学

け
る
。

的
研
究
の
基
本
的
課
題
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
著
者
は
、

と
く
に
自
然

の
変
化
に
よ
る
地
割
の
変
形
の
事
例
と
し
て
、
ま
ず
阿
蘇
火
山
の
阿
蘇
谷
と
南

郷
谷
を
と
り
あ
げ
、
極
度
の
火
山
灰
地
形
で
あ
る
南
郷
谷
の
方
が
侵
食
が
著
し

く
畑
地
化
さ
れ
て
変
形
が
著
し
く
、

ま
た
八
ヶ
岳
西
麓
の
宮
川
の
沖
積
デ
ル
タ

の
条
塁
の
変
形
は
洪
水
や
氾
濫
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
さ
ら
に
上
回
・

神
川
一
扇
状
地
の
条
竪
に
つ
い
て
も
復
原
し
、
地
盤
の
運
動
と
そ
れ
に
基
づ
く
地

形
の
侵
食
に
よ
る
変
形
を
認
め
た
。
低
湿
地
の
福
井
・
東
大
寺
道
守
荘
の
事
例

に
も
ふ
れ
、
足
羽
川
の
洪
水
の
影
響
で
古
い
地
割
が
一
時
放
棄
さ
れ
、
そ
の
後

に
東
大
寺
の
関
田
が
再
開
発
の
形
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

都
市
の
機
能
の
変
化
に
基
づ
く
地
割
の
変
化
を
京
都
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
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以
上
の
立
場
の
も
と
に
著
者
は
、

長
年
住
ん
だ
関
東
の
地
割
に
つ
い
て
調
査

し
、
ま
ず
関
東
平
野
の
西
北
部
の
条
里
を
利
根
川
・
荒
川
な
ど
の
扇
状
地
に
つ

き
、
洪
水
に
よ
る
地
割
の
消
滅
と
流
水
に
よ
る
地
割
の
変
形
に
つ
き
述
べ
る
。

利
根
川
の
低
地
を
お
お
っ
た
荒
川
の
扇
状
地
で
は
、
条
里
の
遺
構
が
関
東
地
方

と
し
て
よ
く
残
っ
て
い
る
の
は
洪
水
の
害
を
よ
く
避
け
得
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、

そ
こ
に
み
ら
れ
る
変
形
は
持
続
す
る
流
水
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
関
東
平
野
中
部
の
地
割
の
例
と
し
て
は
大
宮
台
地
と
そ
の
周
辺
を

と
り
あ
げ
、

利
根
川
氾
濫
原
で
は
水
田
の
耕
地
割
は
洪
水
の
頻
発
に
よ
っ
て
変

が
認
め
ら
れ
、

形
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、
大
宮
台
地
上
に
は
方
格
地
割
(
畑
地
)

大
宮
台
地
西
方
の
低
地
に
は
湧
水
に
濯
概
用
水
を
得
て
安
定
し
た
条
里
遺
構
が

あ
る
と
い
う
。
南
部
(
東
京
低
地
)
に
つ
い
て
は
東
京
都
足
立
呂
、
台
東
区
、

墨
田
区
、

江
東
区
、
葛
飾
区
、

江
戸
川
区
な
ど
の
条
里
遺
構
に
つ
き
論
じ
、
関



東
造
盆
地
運
動
に
関
し
た
地
盤
沈
下
に
よ
る
低
湿
化
や
洪
水
に
よ
っ
て
変
形
を

乙
れ
が
町
割
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
す
る
。

う
け
、第

八
章
以
下
で
は
古
代
牧
の
問
題
に
ふ
れ
、

段
丘
や
扇
状
地
な
ど
の
平
沼
一
地

に
あ
っ
た
武
蔵
の
牧
の
局
辺
に
は
地
方
の
政
治
の
中
心
に
近
く
条
里
が
あ
っ
た

と
推
定
し
、
畑
地
に
も
方
格
地
割
が
施
さ
れ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
武
蔵
七
党

な
ど
の
武
士
団
成
立
に
論
及
し
、
当
初
は
牧
の
領
有
に
関
係
し
て
台
地
の
縁
辺

や
段
丘
上
が
成
立
の
基
盤
で
あ
り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
子
孫
が
低
湿
地
に
ひ

ろ
が
り
、
条
里
水
田
に
経
済
的
実
力
を
え
て
発
展
し
た
と
す
る
。
最
後
に
、
江

戸
城
下
町
の
方
格
地
割
と
会
所
地
の
形
成
に
つ
き
論
じ
、
条
里
の
遺
構
と
の
関

連
に
つ
き
ふ
れ
た
。
そ
し
て
名
古
屋
の
城
下
町
の
方
略
に
つ
い
て
も
、
周
辺
の

水
田
地
帯
の
典
型
的
条
里
地
帯
の
慣
習
が
城
下
町
の
都
市
地
割
に
も
影
響
し
て

い
る
と
推
定
す
る
。
今
ま
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
関
東
地
方
各
地

の
農
村
や
都
市
を
中
心
と
す
る
地
割
の
歴
史
地
理
学
的
分
析
は
ま
こ
と
に
ユ
ニ

ー
ク
で
、
従
来
の
条
塁
制
な
ど
の
研
究
と
は
異
な
り
、

い
か
に
も
地
理
学
的
な

方
向
が
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
地
割
の
、

歴
史
地
理
学
的
研
究
に
お
け
る
資
料

と
し
て
の
意
義
を
強
調
し
そ
の
方
法
を
、
史
料
を
併
わ
せ
駆
使
し
な
が
ら
、
克

明
な
地
域
的
事
例
を
以
っ
て
示
そ
う
と
す
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
多
く
の

問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
そ
の
中
心
と
な
る
地
割
の
変
形

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
自
然
地
理
学
の
知
識
を
基
礎
に
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を

経
て
、
何
故
に
、
ど
の
よ
う
に
変
形
さ
れ
る
か
が
十
分
に
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
こ
の
点
を
中
心
に
著
者
の
今
後
に
お
け
る
新
し
い
研
究
の
進
展
が
期
待
さ

一
O
五
葉
に
の
ぼ
る
図
版
は
内
容
の
理
解
を
十
分
に
助
け
て
い
る
。

れ
る
。

(
昭
和
五

O
年
三
月
三

O
日
古
今
書
院
刊
、

A
5
二
八
九
頁
、
一
二
五

O
O円
)

f戸、、

、司-'

中

回

栄

第
七
七
回
例
会
の
報
告

第
七
七
回
例
会
は
去
る
六
見
一
九
日
、
千
葉
商
科
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、

左
記
の
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。

。
「
み
か
ん
作
の
地
域
的
展
開
と
報
徳
社
と
の
調
達
性
に
つ
い
て
」

桧

男

君

村

祝

。
「
江
戸
府
内
に
お
け
る
水
路
の
保
全
」

伊

藤

好

君

み
か
ん
作
の
地
域
的
展
開
と
報
徳
社
と
の
関
連
性

に
つ
い
て

松

祝

村

男
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(要わ
が
園
に
お
け
る
み
か
ん
作
は
、
発
達
過
程
で
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
拡

大
の
時
期
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

旨
)

い
わ
ゆ
る
旧
核
心
地
と
呼
ば
れ
る
地
域

を
中
心
と
し
て
拡
大
が
み
ら
れ
た
明
治
期
、

昭
和
一
六

1
一
七
年
を
中
心
と
し

た
拡
大
規
お
よ
び
広
く
全
国
的
に
新
し
い
産
地
形
成
を
み
た
昭
和
三

0
年
代
以

降
な
ど
で
あ
る
。
昭
和
三

0
年
代
以
降
の
拡
大
が
、
い
わ
ゆ
る
「
果
樹
プ
|
ム
」

こ
れ
が
日
本
経
済
の
急
速
な
発
達
と
の
関

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
広
く
展
開
し
、

連
の
中
で
な
し
と
げ
ら
れ
、

か
つ
農
業
基
本
法
に
示
さ
れ
た
自
立
経
営
農
家
育

成
の
た
め
の
作
物
の
選
択
的
拡
大
と
そ
れ
を
具
体
的
に
遂
行
す
る
手
段
と
し
て

の
農
業
構
造
改
善
事
業
等
に
よ
っ
て
円
滑
に
進
め
ら
れ
た
乙
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

ζ

の
期
に
お
け
る
み
か
ん
作
の
拡
大
に
は
そ
れ
な
り

の
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
存
在
を
背
景
と
し
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
。




