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『
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
入
門
』

　
海
域
ア
ジ
ア
史
と
は
も
は
や
耳
慣
れ
た
よ
う
な

言
葉
だ
が
、
そ
も
そ
も
そ
ん
な
も
の
が
本
当
に
あ

り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
入
門
書
が
出
る
く
ら
い
だ

か
ら
あ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
人
も
多

い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
今
日
の
大
学
の
専
門
諜
程
に

日
本
史
専
攻
・
東
洋
史
専
攻
は
あ
っ
て
も
、
海
域

ア
ジ
ア
史
専
攻
と
い
う
も
の
が
ど
こ
か
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
存
在
す
る
全
て
の
学
問
分
野
が
専
門

課
程
を
持
て
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ

自
体
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
門
海
域
ア
ジ
ア
史
」
な
る
薪
分
野
が
、

日
本
史
、
中
国
史
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
と
い
っ
た
既

存
の
一
国
史
へ
の
ア
ン
チ
と
し
て
、
そ
う
し
た
領

域
区
分
に
異
議
を
申
し
立
て
る
べ
く
自
ら
を
位
置

づ
け
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
う
か
。
海
域
ア
ジ
ア
史

と
は
、
本
当
に
成
立
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
、
こ
の
「
海
域
ア
ジ
ア
扁
が
指
す
対
象
と

は
具
体
的
に
何
だ
ろ
う
。
注
意
す
べ
き
は
こ
れ
が

「
ア
ジ
ア
海
域
」
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書

総
説
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、

決
し
て
「
ア
ジ
ア
の
歴
史
」
に
と
ら
わ
れ
た
も
の

で
は
な
い
ら
し
い
。
で
は
海
か
。
し
か
し
海
域
史

は
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
と
は
別
物
で
、
そ
こ
に
は

人
間
的
活
動
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ら
ば
海

を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
人
間
の
歴
史
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
確
か
に
そ
の
通
り
。
た
だ
し
、

本
書
に
よ
れ
ば
こ
れ
に
加
え
て
海
を
越
え
た
陸
上

の
国
々
の
交
渉
の
歴
史
も
含
む
と
い
う
か
ら
、
こ

れ
は
も
う
際
限
が
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
海
域
ア
ジ
ア
史
と
は
い
わ

ば
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
片
割
れ
で
あ
り
、

大
陸
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
と
は
二
卵
性
双
生
児
の
関
係

に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
ひ
と
つ
の
世
界
」
が

叫
ば
れ
て
久
し
い
昨
今
、
ど
ち
ら
の
気
焔
も
天
を

覆
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

　
本
書
が
対
象
と
す
る
時
代
は
九
世
紀
か
ら
一
九

世
紀
初
頭
ま
で
の
お
よ
そ
一
千
年
の
長
き
に
わ
た

る
が
、
地
域
は
主
と
し
て
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ

ア
に
限
ら
れ
て
い
る
。
三
二
人
の
研
究
者
に
よ
る

分
担
執
筆
で
、
そ
の
う
ち
半
数
を
新
進
の
若
手
が

占
め
る
。
内
容
は
い
た
っ
て
手
堅
い
概
説
的
論
述

な
い
し
研
究
状
況
の
紹
介
を
主
調
と
す
る
が
、
海

域
史
に
全
く
縁
の
な
い
読
者
も
最
新
の
研
究
成
果

を
一
通
り
通
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味

で
こ
の
書
は
入
門
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
海
域

ア
ジ
ア
史
」
が
研
究
史
上
に
自
ら
を
体
系
付
け
、

｝
つ
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る

「
海
域
ア
ジ
ア
史
宣
醤
」
だ
と
い
え
る
。

　
筆
者
は
標
題
の
「
海
域
ア
ジ
ア
史
」
に
あ
ま
り

に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。
同
書
の
執

筆
者
た
ち
の
個
々
の
世
界
像
は
必
ず
し
も
単
一
で

は
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
歴
史
観
の
統
一

と
い
う
発
想
自
体
も
今
後
は
考
え
直
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
見
ど
こ
ろ
と
い
え
る
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
外
交
や
貿
易
に
関
わ
る
研
究
で
そ
れ
な
り

の
業
績
を
あ
げ
て
き
た
個
々
の
執
筆
者
が
、
そ
れ

ぞ
れ
が
培
っ
て
き
た
見
地
か
ら
ど
れ
だ
け
魅
力
的

な
世
界
像
を
打
ち
出
せ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に

尽
き
る
。

　
本
書
は
、
巻
頭
に
桃
木
至
朗
・
山
内
晋
次
・
藤

田
加
代
子
・
蓮
田
隆
志
ら
の
連
名
で
総
説
が
附
さ

れ
、
理
論
的
な
位
置
づ
け
は
お
お
む
ね
尽
く
さ
れ

て
い
る
。
本
論
の
内
容
は
大
き
く
「
通
時
的
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
と
「
各
論
」
に
二
分
さ
れ
る
。

前
者
は
さ
ら
に
、
第
工
部
前
世
（
九
世
紀
－
一
四

世
紀
前
半
）
・
第
∬
部
近
世
前
期
（
一
四
世
紀
後

半
i
一
七
世
紀
初
頭
）
・
第
二
部
近
世
後
期
（
～
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七
世
紀
中
葉
…
～
九
世
紀
初
頭
）
の
三
期
に
区
分

さ
れ
、
時
代
と
領
域
を
分
け
た
一
七
章
の
論
説
が

並
ぶ
。
「
各
論
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
互
市
貿
易
・

港
市
社
会
・
貿
易
陶
磁
・
海
産
物
交
易
・
造
船
技

術
・
航
海
神
・
漂
流
・
文
献
史
料
等
の
個
別
テ
ー

マ
を
扱
う
各
章
が
立
て
ら
れ
る
。
巻
末
に
は
本
文

中
で
言
及
さ
れ
た
日
・
中
・
韓
・
欧
諸
語
の
文
献

図
録
（
韓
国
語
の
も
の
は
ご
く
わ
ず
か
だ
が
）
を

附
し
、
工
具
書
と
し
て
も
有
用
な
も
の
で
あ
る
。

日
本
史
・
東
洋
史
・
経
済
史
を
選
ば
ず
、
議
論
の

幅
を
国
境
の
外
へ
と
広
げ
た
い
研
究
者
の
恰
好
の

手
引
き
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
門
宣
言
」
は
ひ
と

ま
ず
成
功
を
収
め
た
も
の
と
い
う
べ
き
か
。

（
A
5
判
　
三
〇
二
頁
　
二
〇
〇
八
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劇
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学
入
文
科
学
研
究
藤
助
教
）
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