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〈
地
域
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
・
そ
の
3〉

「
地
域
研
究
」

に
お
け
る
歴
史
学
の
位
置

問
題
の
所
在

刻々
と
目
ま
ぐ
る
し
く
変
動
し
て
い
る
近
年の
世
界
情
勢
の
中
で、

そ
の
よ
う
な
世
界
情
勢
を
的
確
に、
且
つ、
グ
ロ
ーバ
ル
な
視
点
か
ら
学

問
体
系
の一
環
と
し
て
捉、ぇ
直
そ
う
と
す
る
試
み
が
要
請
さ
れ
て
き
て

い
る。
「
地
域
研
究」
が、
そ
の一
つ
で
あ
る。
世
界
各
国
の
社
会
が、

相
互
連
関
的
有
機
体
と
し
て
の
性
格
を
具
備
し
て
動い
て
い
る
以
上、

既
成
の
専
門
主
義
的
学
問
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
に
依
拠
し
て
い
て
は、

全
体
像
が
把
握
し
え
な
い
と
し
て、
総
合
的
な
視
野
か
ら
捉
え
直
そ
う

と
す
る
「
地
域
研
究」
が
現
時
点
で
登
場
し、
活
性
化
し
て
き
た
と
し

て
も
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い。
し
か
し、
一
言
で、
「
地
域
研

究」
1
専
門
主
義
を
総
合
化
し
た
学
問
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
っ
て
も、

そ
の
研
究
を
い
ざ
現
実
の
場
に
展
開
す
る
と
な
る
と
至
難
極
ま
り
の
な

い
こ
と
は
確
か
で
あ
る。
河
部
利
夫
氏
は、
地
域
研
究
l
地
域
言
語・

地
域
知
識・
地
域
作
業｜
専
門
的
地
域
研
究
｜
専
門
的
比
較
地
域
研
究

l
世
界
文
化
学
と
い
っ
た
展
開
図
式
に
お
い
て、
氏
独
自
の
「
地
域
研

究」
の
学
問
的
概
念
を
提
示
さ
れ
て
い
る
が、
私
見
と
し
て、
一
研
究

『歴史と未来』

・�『．
屯

博

之

者
が、
現
実
問
題
と
し
て、
こ
れ
程
の
課
題
を
達
成
し
え
る
の
か、
と

い
う
疑
問
が
出
て
こ
ざ
る
を
え
な
い。
河
部
氏
の
図
式
に
表
わ
さ
れ
て

い
る
よ
う
に、
研
究
が
徐々
に
巨
視
的
に
な
る
反
面、
他
方
で
は、
そ

れ
と
逆
の
動
向
も
現
わ
れ
て
き
て
い
る。
そ
の
例
を
イ
ン
ド
研
究
に
求

め
る
と、
以
前
は、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
イ
ン
ド
に
対
す
る
学
問
的
ア
プ

ロ
ー
チ
（
帝
国
主
義・
植
民
地
支
配
研
究）
及
ぴ
総
体
的
イ
ン
ド
像
の

検
証
と
い
っ
た、
い
わ
ば、
最
初
か
ら
イ
ン
ド
全
体
を
捉、え
よ
う
と
す

る
研
究
姿
勢
が、
一
般
に
イ
ン
ド
研
究
者
に
あっ
た
の
に
対
し、
最
近

で
は、
社
会
学・
人
類
学
と
い
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド・
ワ
l
ク
を
不
可
欠

と
す
る
学
問
的
領
域
の
登
場
と
共
に
あ
ら
ゆ
る
学
問
的
分
野・
立
場
か

ら、
プ
ラ
デ
シ
ュ
（
州）
、
ジ
ラ
｜
（
県）
、
グ
ラ
｜
ム
（
村）
レ
ベ

ル
に
対
象
を
絞っ
た
細
分
的
研
究
に
重
点
が、
移
行
し
て
き
て
い
る。

戦
後、
本
格
的
に
取
組
ま
れ
て
き
た
日
本
の
イ
ン
ド
研
究
に
お
い
て、

現
在
に
至
り、
こ
の
よ
う
に、
よ
う
や
く
専
門
主
義
的
立
場
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
研
究
が
確
立
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る。
そ
の
こ
と
は

取
り
も
直
き
ず、
日
本
に
お
け
る
イ
ン
ド
研
究
の
相
対
的
未
熟
性
を
立

証
し
て
い
る
の
で
あ
る
が、
他
方、
可
能
な
限
り、
歴
史
的
事
実
に
基
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づ
こ
う
と
す
る
視
座
か
ら、
対
象
を
限
定
し、
且
つ、
そ
の
範
囲
内
で

は、
鍬
密
に、
詳
細
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
態
度
の
発
現
で
あ
ろ
う。

こ
の
こ
と
自
体、
無
意
味
だ
と
頭
ご
な
し
に
否
定
さ
れ
う
るべ
き
で
は

な
し以

上、
一
方
で
は、
「
世
界
文
化
学」
構
築
を
目
標
と
し
て、
専
門

主
義
を
総A同
化
し
た
学
問
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
を
説
か
れ
て
い
る

河
部
氏
の
「
地
域
研
究」
論と、
他
方
で
は、
対
象
地
域
に
関
す
る
研
究

の
相
対
的
未
熟
き
故
に、
今
な
お、
専
門
主
義
的
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ
に
立
脚
せ
ざ
る
を
え
な
い
「
地
域」
の
研
究
と
い
っ
た、
い
わ
ば

両
極
分
化
し
つ
つ
あ
る
学
問
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
併
存
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る。
「
地
域
研
究」
が
有
す
る
研
究
的
性
格
か
ら
し
て、
双
方

の
学
問
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て、
ど
ち
ら
か一
方
が
正
し
く、
他
方

が
誤っ
て
い
る
と
い
っ
た
二
者
択一
的
理
解
で
は
な
く、
双
方
を
如
何

に
統
合
理
解
すべ
き
か
と
い
う
課
題
が、
そ
こ
に
は
伏
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る。「
地
域
研
究」
に
お
け
る
地
理
的
範
囲
と
し
て
の
「
地
域」

「
地
域
研
究」
に
お
い
て、
研
究
者
が
自
己
の
研
究
対
象
を
い
ず
れ

か
の
「
地
域」
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る。
こ
の
「
地
域」
と
い
う
用
語
を
河
部
氏
は、
「
地
理
的
範
囲
と
の

（2） 

み
と
ら
え
る
こ
と
は
短
絡
的
で
あ
る
と
し
た
い」
と
し
て、
「
重
要

な
こ
と
は、
地
域、
す
な
わ
ち、
『エ
リ
ア』
（曲『
2）
と
は、
『
場』

の
論
理
と
し
て
の
方
法
論
的
考
究
の
あ
り
方
で
あ（
い ）」
と
概
念
規
定
さ

れ
て
お
り、
ま
た、
鈴
木
茂
氏
も、
河
部
氏
の
見
解
と
同
様
に、
「
単
（4） 

な
る
地
理
的
ひ
ろ
が
り
以
上
の、
多
面
的
な
分
析
対
象
と
し
て
捉
えL

ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る。
私
は、
両
氏
の
意
見
に
対
し
て
否
定
的
見
解

を
毛
頭
と
る
つ
も
り
は
ない
が、
そ
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
ま
で
の

初
歩
的
作
業
と
見
倣
さ
れ
るべ
き、
「
地
域
研
究」
に
お
け
る
地
理
的

範
囲
と
し
て
の
「
地
域」
と
い
う
概
念
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る。
と
い
う
の
は、
前
述
し
た
両
氏
の
「
地
域

研
究L
に
関
す
る
論
文
に
お
い
て
は、
地
理
的
範
囲
と
し
て
の
「
地
域L

と
い
う
概
念
は、
両
氏
に
とっ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が、
方
法
論
と
し
て
の
「
地
域」
と
い
う
結
論へ
の
到
達
を
急
ぐ
あ
ま

り、
今
日
的
意
義
に
お
け
る
地
理
的
範
囲
と
し
て
の
「
地
域」
の
概
念

規
定
が、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。

『
東
南
ア
ジ
ア
学へ
の
招
待』
の
中
で、
矢
野
暢
氏
は、
東
南
ア
ジ
ア

と
い
う
「
地
域」
を
考
究
す
る
際
に、
現
在、
「
歴
史
と
生
態
学
を
結

び
つ
け
て
い
く、
つ
ま
り、
すべ
て
は、
自
然
環
境
に
た
い
す
る
あ
る

種
の
適
応
の
パ
タ
ー
ン、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
い
う一
種
の

（5） 

環
境
決
定
論
的」
方
法
と「一
人一
人
の
東
南
ア
ジ
ア
の
人
の
心
情
構
造

な
り、
価
値
構
造
の
な
か
か
ら、
一
つ
の
世
界
観
み
た
い
な
も
の
を
つ

｛6）

 

く
り
上
げ
て」
い
く
方
法
と
い
っ
た
二
方
法
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
だ

と
発
言
さ
れ
て
い
る。
前
者の
方
法
で
東
南
ア
ジ
ア
を
考
究
す
る
場
合、

基
底
に
自
然
環
境
が
位
置
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら、
何
よ
り
も
ま
ず、
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地
理
的
範
囲
と
し
て
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域
を
構
築
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
は、
明
白
で
あ
る。
私
自
身、
東
南
ア
ジ
ア
学
と
い
う
学
問
（
矢
野

氏
は
方
法
論
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る）
の
成
立
条
件
を
再
検
討
す
る

能
力、
術
を
残
念
な
が
ら、
有
し
て
い
な
い
の
で、
そ
の
こ
と
に
は
触

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が、
と
も
か
く、
地
理
的
範
囲
と
し
て
の
寸
地

域」
と
い
っ
た
側
面
か
ら
も、
東
南
ア
ジ
ア
を
捉
え
て
い
る
こ
と
は
興
－－BEE－－EEBaa－Ea‘

 

味
深い
し、
重
要
視
し
て
然
るべ
き
こ
と
で
あ
ろ
う。
ま
た、
中
嶋
嶺

－E・E・－EEE’aEE’

aEEE’’EEE’h’EEEEtBEE－Eaat’’l

’thEEEtEIE’SEE』’BE’BaE’aEEE『PE
E－EzeE’’EEaEBBEBE
E－－EEEaEEBE
EEEaEEEaEaaE・E・－

雄
氏
も、
氏
自
身
の
研
究
領
域
を
「
現
代
中
国
学」
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
に、
少
な
く
と
も、
そ
れ
を
地
理
的
範
囲
と
し
て
の
「
地
域」
と
い

う
視
点
か
ら
捉、ぇ
直
す
と、
現
代
の
中
国
を
網
羅
す
る
寸
地
域」
に
相

当
す
る
で
あ
ろ
う。

し
か
し
な
が
ら、
「
地
域
研
究」
に
お
け
る
地
理
的
範
囲
と
し
て
の

「
地
域」
を
考
え
る
際、
そ
の
「
地
域L
は、
無
制
限
的
な
拡
が
り
を

もっ
た
地
理
的
範
囲
で
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。
こ
の
こ
と
は、
前
述
し
た
「
今
日
的
意
義
に
お
け
る
地
理
的
範
囲」

に
少
な
か
ら
ず、
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
問
題
は、
非
常

に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で、
結
論
を
先
走
り
せ
ず、
私
の
専

攻
地
域
で
あ
る
イ
ン
ド
に
焦
点
を
あ
て、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
問
題
を

手
掛
り
に
し
て、
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
に
す
る。

一
昨
年
の
四
月、
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
州
で
「
外
国
人
追
放」
と
称

す
る
民
族
問
題
が
再
燃
化
し
た。
事
件
の
発
端
は、
一
九
四
七
年
の
印・

パ
分
離
独
立、
一
九
七一
年
の
第
三
次
印・
パ
紛
争
の
際、
ペ
ン
ガ
ル

流
民
化
し、
ア
ッ
サ
ム
州
に
生
活
の
場
を
求
め
て
やっ
て

そ
の
ま
ま
定
住
し
て
ア
ッ
サ
ム
人
の
生
産・
生
活
の
場
を
破
壊

し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
対
す
る
アッ
サ
ム
人
の
憤
怒
の
念
に
求
め
ら
れ
る。

「
西べ
ン
ガ
ル
州
以
西の
イ
ン
ド
全
体
が
外
国
の
よ
う
な
も
の」
と
意

識
し
て
い
る
アッ
サ
ム
人
が、
「
ア
ッ
サ
ム
州
は、
石
油
や
天
然
ガ
ス

を
産
出
し、
紅
茶
の
生
産
は
世
界
的
な
規
模」
で
あ
る
の
に、
そ
の「
私

益
は
み
ん
な
『
イ
ン
ド』
（
1
外
国・：
引
用
者）
に
持っ
て
い
か
れ
る」

と
し
て、
今
回
の
よ
う
な
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
は、
当
然
の
帰
結
で

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
彼
ら
は、
実
力
行
使
と
し
て、「
石

油
精
製
所
の
送
油
管の
パ
ル
プ
を
と
め
ピ
ケ
を
張っ」
た
り、
「べ

ン
ガ
ル
人
の
村
の
焼
き
打
ち」
と
い
っ
た
手
段
に
訴
え
た。
こ
れ
に
対

し、
中
央
政
府
は、
多
数
の
警
官
を
動
員
し、
彼
冶
に
向っ
て
発
砲
さ

【弓t－

せ、
「
運
動」
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あっ
た。
『
朝
日
新
聞』

は、
こ
の
よ
う
に
運
動
が
盛
り
あ
が
り
を
み
せ
た
こ
と
に
つ
い
て、「
背

景
に
は、
ア
ッ
サ
ム
人
の
民
族
的
な
危
機
意
識
が
あっ
た
こ
と
は
間
違

（8）

 

い
な
い」
と
述べ
て
い
る。
こ
こ
に
は、
イ
ン
ド
と
い
う
国
の
中
の一

民
族
が、
民
族
的
生
存
権
を
保
持・
死
守
し
よ
う
と
す
る
態
度
と、
飽

く
ま
で
も、
彼
ら
が
行っ
た
民
族
的
「
運
動」
を
国
内
秩
序
の
破
壊
と

し
て、
国
家
的
尺
度
で
し
か
捉
え
よ
う
と
し
な
い
中
央
政
府
の
態
度
が

如
実
に
現
わ
れ
て
い
る。
第
二
次
世
界
大
戦
後、
徐
々
に
植
民
地
諸
国

が、
帝
国
主
義
的
支
配
か
ら
脱
脚
し、
曲
が
り
な
り
に
も、
独
立
国
家

を
打
ち
た
て
る
に
至っ
た。
そ
れ
ら
の
新
興
独
立
諸
国
に
は、
イ
ン
ド

人
が
大
挙、

き
て
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の
よ
う
な
多
民
族
国
家
も
あ
れ
ば、
単一
民
族
国
家
も
あ
る。
し
か
し、

単一
民
族
国
家
に
せ
よ、
多
民
族
国
家
に
せ
よ、
諸
国
民
が
国
家
権
力

の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
相
違
な
い。
国
家
権
力
に
関
し
て、

マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
の
立
場
か
ら
は、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い

る。
す
な
わ
ち、
現
代
の
国
家
権
力
は、
「
最
終
的
に
は、
暴
力
に
よ

（9）

 

勺
て
自
ら
を
担
保」
し
な
が
ら
も、
「
階
級
的
力
関
係
な
ど
で、
そ
の

（叩）

と
き
ど
き
の
条
件
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
支
配
の
方
法」
を
併
用
し
て

い
く。
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
達
成
し
て
い
な
い
国

家｜｜
国

家
権
力
が、
「一
般
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
前
資
本
制
的
地
主
の

（日）

ブ
ロ
ッ
ク
に
よっ
て
掌
握
き
れ
て
い
る」
第
三
世
界
諸
国
｜
｜
に
お
い

て
は、
「
前
資
本
制
的・
前
近
代
的
諸
関
係
が
濃
厚
に
残
存
す
れ
ば
す

る
ほ
ど、
政
治
的
諸
制
度
が
先
進
国
を
模
倣
し
て
創
出
さ
れ
た
と
し
て

も、
政
治
は、
前
近
代
的
宗
教
意
識
な
ど
を
媒
介
に
し
て
な
さ
れ、
制

（ロ）

度
が
本
来
の
機
能
を
発
揮
し
な
い
ば
あ
い
が
多い」
が
故
に、
先
進
諸

国
と
比べ、
相
対
的
に
暴
力
的
支
配
に
よっ
て
国
家
権
力
を
保
持
す
る

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る。
国
際
関
係
論の
立
場
か
ら
は、
「
国
際
体
系

（日｝

は：：：
複
数
の
領
土
的
主
権
国
家
か
ら
な」
り、
国
際
体
系
を
構
成
し

て
い
る
主
権
国
家
の
政
策
決
定
の
場
に
は、
民
意
は、
ほ
と
ん
ど
反
映

さ
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
と
述べ
ら
れ
る。
両
者
に
立
場
上
の
相
違

こ
そ
あ
れ、
共
通
性
と
し
て、
諸
国
民
は、
自
己
の
国
家
権
カ
に
よ
る

支
配
を、
そ
の
善
悪
に
か
か
わ
ら
ず、
受
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
よ
う。
換
言
す
れ
ば、
諸
国
民
は、
租
税
納
入、
参
政
権
保

有
等の
諸
権
利、
諸
義
務
を
通
じ
て、
国
家へ
の
帰
属
意
識
の
受
容
を

強い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
さ
に、
こ
の
こ
と
が、
前
述
し
た「
今

日
的
意
義
に
お
け
る
地
理
的
範
囲」
と
関
連
し
て
く
る。
す
な
わ
ち、

過
去
に
は、
国
家
権
力
の
支
配
が、
国
家
領
域
の
隅
々
に
ま
で、
完
全

に
は
及
ん
で
い
な
かっ
た
結
果、
辺
境
地
域
の
少
数
民
族、
少
数
部
族

等
は、
ほ
と
ん
ど
国
家
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
有
せ
ず、
唯一、
民
族

的
共
同
体、
部
族
社
会へ
の
帰
属
意
識
の
み
を
濃
厚
に
具
し
て
い
た
と

い
う
状
況
に
対
し、
国
家
の
領
域
が
厳
密
に
固
定
き
れ、
国
家
の
統
治

機
構
も
整
備
さ
れ
る
に
従っ
て、
国
家
の
隅
々
に
ま
で
国
家
権
力
の
支

配
が
及
ほ
さ
れ
る
現
代
的
状
況
に
お
い
て
は、
少
数
民
族、
少
数
部
族

等は、
否
定
的、
消
極
的
態
度
に
せ
よ、
国
家へ
の
帰
属
を
意
識
せ
ざ

る
を
え
な
く
なっ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
れ
故、
現
代
に
お
い
て

は、
以
前
に
比
し
て
相
対
的
に
国
家
の
も
つ
意
味
が
重
要
と
な
り、
そ

の
こ
と
か
ら、
地
理
的
範
囲
と
し
て
の
「
地
域」
は、
国
家
領
域
で
は

な
か
ろ
う
か
と
い
っ
た
結
論
が
導
き
だ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

し
か
し、
私
は、
こ
の
結
論
を
万
能
的
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
は

い
な
い。
あ
く
ま
で
も、
そ
の
結
論
は、
既
存
の
国
家
構
造、
国
家
領

域
体
系
が
継
続
き
れ
る
範
囲
内
で
の
み、
有
効
性
を
持
ち
う
る
の
で
あ

る。
国
諌」の
人
為
的
性
格
及
ぴ
文
化
の
統
合
原
理
と
社
会
の
統
合
原
理

の
相
違
点
を
考
慮
す
れ
ば、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う。
す
な
わ
ち、

国
家
と
い
う
人
為
的
な
社
会
が
構
築
さ
れ
れ
ば、
国
家
権
力
は、
何
ら

（日）

か
の
手
段
で、
「
論
理
的
な
連
関
に
基
づ
い
て
い
るL
文
化
的
統
合
原

- 14 -



理
を
人
為
的
に
「

機
能
的
な
連
関」
に
組
み
か
え
る
こ
と
を
強
要
さ
れ

る 。
そ
れ
故 、
本
来 、
統
合
原
理
が
全
く

異っ
て
い
る
両
者
を一
方
的

に
同
質
化
し
よ
う 、
も
し
く
は 、
同
質
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
過

程
で 、
執
撲
が
生
じ
て 、
結
果
的
に 、
そ
の
軌
牒
状
態
が
極
限
に
達
す

る
と 、
人
為
的
に
構
築
さ
れ
た
国
家
と
い
う
枠
組
は 、
崩
壊
再
編
さ
れ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る 。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば 、
前
述
し

た
結
論
の
有
効
性
は 、
時
期
的
に
は 、
現
代
と
い
う
スパ
ン
に
限
定
さ

れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る 。

以
上 、
初
歩
的
作
業
で
あ
る
「

地
域
研
究」
に
お
け
る
地
理
的
範
囲

と
し
て
の
「

地
域」
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が 、
そ
の

結
論
に
立
脚
し
つ
つ 、
最
後
に 、
本
稿
の
テ
！

？
に
つ
い
て
少
し
触
れ

る
こ
と
に
す
る 。

「
地
域
研
究」
に
お
け
る
歴
史
学
の
位
置

「
地
域
研
究」
を
方
法
論
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
が 、

国
の
内
外
を
間
わ
ず 、
行
わ
れ
て
き
て
い
る 。
し
か
し 、
そ
の
歴
史
が

浅い
せ
い
か 、
普
遍
性
を
持
つ
と
こ
ろ
の
方
法
論
と
な
る
に
至っ
て
い

な
い 。
小
浪
充
氏
は 、
寸

地
域
研
究
の
対
象
単
位
は 、
実
際
上
国
家
で

あ
る
以
上 、
国
家
と
し
て
の
歴
史
的
経
験 、
つ
ま
り 、
各
国
史
のパ
タ

ー
ン
化
に
よ
る
分
類
は 、
各
地
域
を
包
括
す
る
地
域
研
究
方
法
論
確
立

『
PO

へ
の
第一
歩
と
な
る
手
続
き
と
考
え
ら
れ」
る
と
し
て 、
「

歴
史 、
と

（げ）

L

り
わ
け
比
較
史
視
点」
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る 。
こ
れ
は 、
し、

わ

ゆ
る
文
化
主
義
と

普
遍
主
義
の
統
合
を
目
的
と
し
て 、
「

地
域
研
究」

を
方
法
論
の
位
置
に
据
え
付
け
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
試
み
で
は
あ
る

が 、
「パ
タ
ー
ン
化
に
よ
る
分
類」
と
い
う
学
問
的
方
法
は 、
如
何
な

る
分
類
項 、
も
し
く
は
媒
介
項
を
設
定
す
れ
ば 、
有
効
性
を
発
揮
し
え

る
の
か
を
め
ぐっ
て 、
未
だ 、
研
究
者
間
で
見
解
の一
致
を
見
て
い
な

い
し 、
ま
た 、
共
通
点 、
相
違
点
の
検
出
と
い
う
こ
と
の
み
に
注
意
が

傾
き
や
す
い 。
そ
れ
故 、
夫
々
の
国
家
の
史
的
特
性
を
抽
出
し 、

理
論

化
す
る
と
い
う
作
業
が
疎
か
に
な
り
や
す
い
と
い
っ
た
難
点
を
有
し
て

い
る 。
例
え
ば 、
ア
ジ
ア
の
貧
困
に
つ
い
て 、
グ
ン
ナ
l・
ミユ
ル
ダ

l
ル
は 、
『

ア
ジ
ア
の
ド
ラ
マ』
の
中
で 、
価
値
前
提
と
し
て 、
「

近

代
化
諸
理
念」

｜｜－
合
理
性
・

生
産
性
の
上
昇
・

生
活
水
準
の

上
昇
・

社
会
的
経
済
的
平
等
化
・

制
度
及
ぴ
態
度
の
改
善
等
諸
々

の
分
類
項
を
設
定
し 、
そ
れ
ら
の
分
類
項
の
相
互
関
連
性
を
指
摘
し
て 、

｛同）

「
循
環
的
因
果
律
に
基
づ
く
累
積
過
程」
と
表
現
し
た 。
ミユ
ル
ダ
l

ル
の
こ
の
方
法
論
に
つ
い
て 、
イ
ン
ド

の
マ
ド
ラ
ス
大
学
教
授
C・
T－

キュ
リ
エ
ン
氏
は 、
ヌ
ル
ク
セ
の
「

低
水
準
均
衡
の
わ
な
論」

、
ア
ダ

ム・
ス
ミ
ス
の
レ
ッ

セ・
フェ
ー

ル
理
論
の
請
け
負
い
で
あ
る
と
し
て 、

「
機
械
的
で 、
し
た
がっ
て
完
全
に
確
定
的
な
因
果
関
係
を
容
認
し 、

体
系
が
単一
・志
向
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
点

で 、
ミユ
ル
ダ
｜

ル
は 、
ま
き
に
西
欧
的
な
伝
統
の
も
と
に
置
か
れ
て

（ぬ）
い
た」
と
厳
し
く

批
判
さ
れ
て
い
る 。
ミユ
ル
ダ
｜

ル
の
単一
志
向
性

的
体
系
の
必
要
性
は 、
「パ

タ
ー
ン
化
に
よ
る
分
類」
と
「

因
果
関
係」

Ed
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の
安
易
な
折
衷
的
手
段
を
使
用
し
た
こ
と
か
ら
出
て
き
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る 。
し
か
し 、
ミユ
ル
ダ
l

ル
の
功
績
と
し
て
は 、
一

九
六
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
流
行
し
た 、
い
わ
ゆ
る
数
字
の
魔
術
で
形

ど
ら
れ
た
「

開
発
理
論」
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
と
なっ
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
よ
う 。
と
も
か
く 、
「パ

タ
ー
ン
化
に
よ
る
分
類」
方
法
は 、

結
論
を
急
ぎ
過
ぎ
る
あ
ま
り 、
各
国
社
会
の
内
在
的
特
性
を
平
面
的
に

捉
え
が
ち
で
あ
る 。
他
方 、
夫
々
の
社
会
の
内
在
的
特
性
の
み
に
研
究

の
重
点
を
置
く
の
も 、

世
界
の
社
会
的
変
動
と
の
有
機
的
な
結
び
付
き

に
欠
け 、
い
わ
ば 、
「

陸
の
孤
島」
と
化
す
危
険
性
が
強
い 。
そ
れ
故 、

「
今
日
の
中
国
の
政
治
的
諸
事
象
も 、
『

毛
沢
東
思
想』
や
マ
ル
ク
ス・

レ
｜ニ
ン
主
義
の
教
典
解
釈
に
よ
る
よ
り
も
中
国
に
個
有
な
政
治
文
化

（初）

の
理
解
に
よっ
て 、
よ
り
よ
く

説
明
し

得
る
こ
と
は
間
違い
な
い」
｜

科
学
的
方
法
論
と
し
て
の
帰
納
過
程
と
「

中
国
に
個
有
な
民
族
的・
文

化
的
個
性
を
重
視
す
る
見
方
が 、
た
ん
に
現
実
と
の
緊
張
感
を
欠
如
し

や
す
い
ば
か
り
か 、
し
ば
し
ば
低
俗
か
つ
安
易
な
文
化
主
義
的
ア
プ
ロ

（幻）

l
チ
に
堕
し
や
すい
こ
と
で
あ
る」

｜｜
科
学
的
方
法
論
と
し
て
の
演

鐸
的
検
証
過
程
を
如
何
に
関
連
的
に
統
合
し
て
い
く
か 、
す
な
わ
ち 、

両
者
の
関
連
的
統
合
過
程
の
方
法
論
的
考
察
が 、
今
日 、
関
わ
れ
て
い

る
「

地
域
研
究」
の
課
題
と
なっ
て
い
る
の
で
あ
る 。
そ
の
課
題
を
解

明
す
る
に
あ
たっ
て
の
示
唆
は 、
前
述
し
た
小
浪
氏
の
「

国
家
と
し
て

の
歴
史
的
経
験」
と
い
う
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る 。
同
時
に 、
そ
れ
を
安
易
な
「パ

タ
ー
ン
化
に
よ
る
分
類」
に
連
繋

し
な
い
こ
と
も
重
要
視
すべ
き
で
あ
る 。
「

国
家
と
し
て
の
歴
史
的
経

験」

｜｜つ
ま
り 、

今
日
の
国
家
構
造
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
歴
史
学

的
に
捉
え
る
こ
と 、
そ
の
作
業
を
基
礎
と
し
て 、
「

地
域
研
究」
は 、

ま
き
に
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
小
西
克
哉
氏
は 、
「

地
域

研
究」
は 、
複
数
の
既
成品
Un
e－－白骨
の
分
析
用
具
を
駆
使
し
た
研 （
陀

で
あ
る
と

述べ
ら
れ
て
い
る
が 、
そ
こ
に
は 、
諸
々
の
「

既
成
E凹
巳・

1
2帽
の
相
E
関
係
は 、
個
々
分
散
的
で
あ
り 、
且
つ 、
平
面
的
で
あ

る 。
各
々
の
研
究
者
が
研
究
対
象
と
し
て
い
る
「

地
域」
の
研
究
か
ら

出
発
し
て
い
る
「

地
域
研
究L
に
お
い
て
は 、
何
よ
り
も
ま
ず 、
そ
の

地
域
社
会
の
動
態
的
把
握
が
肝
要
で
あ
り 、
そ
れ
故 、
諸
々
の
「

既
成

島
2
1
1
宮市L
を
個
々
分
散
的 、
平
面
的
に
関
係
さ
せ
る
の
で
は
な
く 、
一

歴
史
学
を
基
軸
に 、
い
わ
ば
規
定
要
素
と
し
て
他
の
E
z
e－－
Z

M

（
特
定
の
学
問
領
域
に
お
け
る
観
点
と
方
法）
を
関
係
さ
せ
ね
ば
な
ら

一

な
い 。
こ
こ
で 、
歴
史
学
を
規
定
要
素
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
抵

抗
及
び
反
発
を
感
じ
る
人
が
多々
お
ら
れ
る
と
思
う
が 、
し
か
し
な
が

ら 、
歴
史
学
は 、
時
間
的
に
歴
史
的
事
実
を
並
列
す
る
と
い
う
単
純
極

ま
り
の
な
い
学
問
で
は
な
く 、
「

歴
史
的
分
析
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば 、

経
済
学
に
は
経
済
史 、
政
治
学
に
は
政
治
史 、
法
学
に
は
法
学
史・
法

（勾）

社
会
史 、
宗
教
学
に
は
宗
教
史」
と
い
っ
た
様々
な
学
問
的
分
野
か
ら 、

そ
の
構
造
的
変
化
の
把
握
を
可
能
な
ら
し
め 、
ま
た 、
「

人
聞
社
会
史

（M）

 

の
合
法
則
的
発
展
を
と
ら
え
て
い
く

独
自
の
立
脚
点L
を
有
し
て
い
る

学
問
な
の
で
あ
る 。
そ
れ
故 、
社
会
構
造
の
歴
史
的
変
遷
を
動
態
的
に



分
析・
検
証
L
？っ
と
す
る
な
ら
ば、
史
的
分
析
面
で
他
の
E
E
S－－
z

を
包
括
し
て
い
る
歴
史
学
を
基
軸
に
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

自
明
で
あ
ろ
う。

他
方、
「
近
代
科
学
の
面
で
の
先
進
国
に
よっ
て
あ
ら
ゆ
る
意
味
で

（お）

彼
ら
自
身
の
需
要
を
み
た
す
た
め
に
発
達」
し
た
近
代
科
学
1
西
欧
的

諸
学
聞
の一
つ
に
歴
史
学
が
数
え
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い。

そ
の
よ
う
な
西
欧
的
価
値
尺
度
で
西
欧
以
外の
「
地
域」
の
研
究
を
行

う
こ
と
は、
多
少
の
無
理
を
伴い、
結
果
的
に
は、
実
証
と
理
論
と
の

二
律
背
反
関
係
を
招
来
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う。
歴
史
学
に
対
す

る
こ
うい
っ
た
批
判
は、
こ
こ
最
近、
始
まっ
た
も
の
で
は
な
い
4
戦

後
史
学
史
の
中
で
重
視
さ
れ
て
き
た
歴
史
の
視
点
は、
西
欧
基
準の
歴

（お）

史
観
の
克
服」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
如
く、
現
在、
歴
史
学
は、
そ

t

（幻｝

の
克
服
の
過
渡
期
に
位
置
し
て
い
る。
ま
だ、
「
西
欧
基
準の
歴
史
観」

は、
完
全
に
克
服
さ
れ
る
ま
で
に
は
至っ
て
い
な
い
が、
歴
史
家
が、

そ
の
こ
と
を
努
力
目
標
と
し
て
念
頭
に
置
き
な
が
ら、
歴
史
研
究
を
遂

行
し
て
い
く
な
ら
ば、
そ
う
遅
く
な
い
時
期
に
そ
の
課
題
は
達
成
さ
れ

得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

と
も
あ
れ、
「
地
域
研
究L
を
行
う
に
際
し
こ
の
基
礎
作
業
と
し
て、

他
の
去師n
e－－
Z
を
そ
の
関
連
す
る
限
り
で、
基
軸
と
な
る
歴
史
学

に
有
機
的
に
結
び
付
け
る
必
要
性
が
明
確
に
なっ
た。
し
か
し、

で、
浮
上
し
て
く
る
問
題
は、
対
象
と
す
る
「
地
域」
で
あ
る。

「
地
域」
が、
今
日
的
意
義
と
い
っ
た
観
点
か
ら
す
れ
ば、

こ
の

地
理
的
範
予」、」

固
と
し
て
の
国
家
領
域
に
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
は、
前
述
し
た
通
り

で
あ
る。

今
後、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
「
社
会
構
成
史
的
把
握
を
基
礎
と
し

つ
つ
諸
民
族
社
会
の
構
造
的
複
合
体
と
し
て
の
世
界
史
を
『
地
域』
を

媒
介
と
し
て
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
方
向
は、
今
日、
有
力
な
動
き
と

（柏崎）

なっ
て
い
る」
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら、
「
地
域
研
究」（航）お
い
て、

相
対
的
に
重
要
性・
必
要
性
を
有
し
て
い
る
現
代
史
的
視
座
か
ら、
各

各
の
「
地
域」
社
会
の
歴
史
的
検
証
が
推
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

「
地
域
研
究」
に
お
け
る
歴
史
学
は、
「
地
域
研
究」
の
基
本
的
作
業

を
担
う
学
問
分
野
で
あ
る
が、
そ
の
基
礎
作
業
1
根
幹
で
あ
る
べ
き
歴

史
学
な
く
し
て、
「
地
域
研
究L
は
あ
り
え
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
か
ろ
う。
そ
れ
故、
「
地
域
研
究」
に
お
い
て、
歴
史
学、
特に

ー

（
ぬ）

現
代
史
研
究
は、
「
総
合
し
た：：：
認
識
の
視
座
を
切
り
開」
〈
布
石

と
な
り
得
る
だ
ろ
う
し、
ま
た、
「
世
界
文
化
学」
と
「
今
な
お
専
門

主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
『
地
域』
の
研
究」
の

統
合
化
に
あ
たっ
て、
積
極
的
な
役
割
を
果
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う。

弓’唱EA
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