
学
際
誌
﹃
史
林
﹄

地
理
学
の
立
場
か
ら
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一

﹃
史
林
﹄
と
地
理
学
の
学
術
雑
誌

史
学
研
究
会
編
﹃
史
林
﹄
は
︑
一
九
一
六
年
に
第
一
巻
第
一
号
が
刊
行
さ

れ
た
︒
二
〇
一
七
年
に
は
︑
第
百
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
史
学
研
究
会
は

言
う
ま
で
も
な
く
︑
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
学
科
を
母
体
と
し
て
設
立

さ
れ
た
︒
現
在
で
も
副
題
に
﹁
史
学
・
地
理
学
・
考
古
学
﹂
と
表
記
し
て
い

る
よ
う
に
︑
史
学
系
の
総
合
的
な
学
術
雑
誌
と
し
て
︑
刊
行
さ
れ
続
け
て
き

た
︒文

科
大
学
の
創
設
は
一
九
〇
六
年
で
あ
り
︑
史
学
科
の
各
講
座
の
開
設
は

翌
年
九
月
で
あ
っ
た
︒
史
学
地
理
学
第
二
講
座
の
初
代
教
授
で
あ
っ
た
小
川

琢
治
は
︑
﹃
史
林
﹄
の
第
一
巻
第
一
号
に
︑
各
分
野
か
ら
の
論
文
計
一
〇
編

の
内
の
一
編
を
寄
稿
し
た
︒
以
後
︑
類
似
の
構
成
が
続
い
た
︒

一
方
︑
一
九
三
二
年
に
は
︑
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
地
理
学
教
室
編
﹃
地

理
論
叢
﹄
第
一
輯
が
発
刊
さ
れ
︑
以
後
︑
年
一
冊
の
刊
行
が
続
い
た
が
︑

﹃
史
林
﹄
と
の
関
係
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
︒
﹃
地
理
論
叢
﹄
は
第
一

三
輯
︵
一
九
四
五
年
︶
ま
で
刊
行
さ
れ
た
︒
こ
の
間
︑
一
九
二
五
年
に
は
日

本
地
理
学
会
に
よ
っ
て
﹃
地
理
学
評
論
﹄
︵
第
一
巻
上
︶
が
刊
行
さ
れ
始
め

て
い
た
︒
戦
後
間
も
な
い
一
九
四
六
年
に
西
日
本
地
理
学
会
が
創
設
さ
れ
︑

一
九
四
八
年
に
は
改
組
・
改
称
さ
れ
て
︑
人
文
地
理
学
会
と
な
っ
た
︒
人
文

地
理
学
会
編
﹃
人
文
地
理
﹄
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
こ
の
改
称
の
年
で
あ
り①
︑

現
在
ま
で
に
第
六
九
巻
ま
で
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
地
理
学
の
論
文
の
多
く

は
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹃
史
林
﹄
も
ま
た
引
き
続
き
︑

地
理
学
と
り
わ
け
歴
史
地
理
学
に
と
っ
て
主
要
な
学
会
誌
の
一
つ
で
あ
る
︒

二

﹃
史
林
﹄
：

学
際
誌
の
意
義

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
﹃
史
林
﹄
は
︑
﹁
史
学
・
地
理
学
・
考
古
学
﹂
を

副
題
と
す
る
学
際
誌
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
︵
I.
K
a
n
t︶
は
︑

歴
史
学
を
時
間
的
に
継
起
す
る
事
象
を
扱
う
学
問
︑
地
理
学
を
空
間
的
に
並
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地理資料
地形・地割・
古地図など

遺構・遺物
など

考古資料 歴史史料
文字史料・
物資料など

地理資料・考古資料・歴史資料

のヴェン図式

存
す
る
事
象
を
取
り
扱
う
学
問
と
定
義
し
た
︒
理
論
的
に
は
こ
の
定
義
は
有

効
で
あ
ろ
う
が
︑
実
際
に
地
表
で
継
起
し
︑
存
在
す
る
事
象
は
︑
時
間
的
存

在
で
あ
る
と
と
も
に
︑
同
時
に
空
間
的
存
在
で
も
あ
る
︒
歴
史
地
理
学
と
い

う
小
分
野
が
︑
歴
史
学
側
か
ら
も
︑
地
理
学
側
か
ら
も
設
定
さ
れ
る
と
い
っ

た
状
況
を
想
起
す
れ
ば
こ
の
こ
と
は
極
め
て
容
易
に
理
解
さ
れ
る
︒
そ
も
そ

も
先
に
述
べ
た
史
学
地
理
学
第
一
講
座
が
西
洋
史
学
︑
第
二
講
座
が
地
理
学

と
い
う
形
で
発
足
し
た
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で

は
︑
﹃
史
林
﹄
は
史
学
の
多
角
的
方
法
の
展
開
の
場
︑
あ
る
い
は
史
学
関
連

分
野
の
学
際
的
思
考
の
場
と
し
て
機
能
し
て
き
た
側
面
が
あ
り
︑
そ
こ
に
一

つ
の
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

例
と
し
て
言
及
し
た
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
分
析
の
基

礎
と
な
る
の
は
地
形
・

地
割
・
古
地
図
な
ど
地

理
史
料
と
で
も
表
現
で

き
る
資
料
群
だ
け
で
な

く
︑
文
字
で
表
現
さ
れ

た
史
料
や
各
種
の
物
資

料
な
ど
歴
史
資
料
群
と

認
識
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
史
料
や
︑
遺
構
・
遺

物
な
ど
考
古
資
料
群
な
ど
多
様
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
状
況
は
︑
図

の
よ
う
な
ヴ
ェ
ン
図
式
で
表
現
さ
れ
る
関
係
と
な
ろ
う②
︒
歴
史
学
・
地
理

学
・
考
古
学
は
︑
多
く
の
分
析
対
象
と
︑
そ
の
た
め
の
資
料
を
共
有
し
て
い

る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
三
者
の
研
究
成
果
は
︑

相
互
に
共
有
さ
れ
︑
相
互
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
︒

﹃
史
林
﹄
は
こ
の
意
味
で
も
学
際
的
な
読
者
を
得
て
︑
そ
の
評
価
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
恵
ま
れ
た
場
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
る
︒

三

社
会
的
要
請
と
人
文
学

﹃
史
林
﹄
と
そ
の
発
行
主
体
で
あ
る
史
学
研
究
会
の
研
究
者
は
哲
学
・
文

学
等
の
研
究
者
と
と
も
に
人
文
学
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

人
文
学
は
人
間
の
研
究
︑
文
明
の
研
究
︑
文
化
の
研
究
︑
そ
れ
ら
を
生
み
出

し
た
時
間
と
空
間
の
研
究
に
携
わ
る
の
で
あ
る
︒
人
文
学
の
み
に
限
ら
れ
な

い
と
は
い
え
︑
現
在
と
り
わ
け
︑
人
文
学
そ
の
も
の
を
取
り
巻
く
社
会
的
環

境
が
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
︒
研
究
と
研
究
者
養
成
に
専
念
す
べ
き
大
学

に
お
い
て
さ
え
︑
そ
の
た
め
の
継
続
的
な
人
的
・
財
政
的
な
体
制
に
危
機
的

状
況
が
訪
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
大
げ
さ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う③
︒

近
年
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
︑
人
文
学
へ
の
社
会
的
要
請
︵
行
政
的
要
請

を
含
む
︶
は
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒

︵
�
︶
目
に
見
え
る
形
で
の
成
果
の
期
待

学際誌『史林』 地理学の立場から（金田）
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︵
	
︶
自
然
科
学
系
・
工
学
系
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
の
期
待

︵


︶
評
価
指
標
の
確
立

目
に
見
え
る
形
で
の
成
果
の
期
待

成
果
へ
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
の
は
︑

人
文
学
に
と
っ
て
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
む
し
ろ
あ
り
が
た
い
状
況
で
さ

え
あ
ろ
う
︒
し
か
し
問
題
な
の
は
︑
そ
れ
が
短
期
的
に
求
め
ら
れ
る
風
潮
が

強
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
人
文
学
に
お
い
て
も
課
題
に
よ
っ
て
は
︑
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
予
定
通
り
に
進
め
ば
一
定
の
成
果
が
期
待
で
き
る
課
題
も
存

在
す
る
︒
し
か
し
一
方
︑
人
文
学
の
始
原
以
来
の
課
題
も
あ
っ
て
︑
す
べ
て

が
期
限
内
に
完
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒

こ
の
状
況
に
あ
っ
て
︑
短
時
日
あ
る
い
は
一
定
の
期
限
内
に
成
果
を
求
め

る
こ
と
は
︑
そ
の
期
間
に
適
合
し
た
小
型
の
成
果
を
小
出
し
に
す
る
こ
と
に

結
び
つ
き
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
場
合
が
あ
る
︒
こ
の
場
合
に
危
惧
さ
れ
る

の
は
︑
一
旦
出
し
た
小
型
の
成
果
に
安
住
し
た
り
︑
一
旦
出
し
た
小
型
の
成

果
が
実
は
作
業
過
程
の
一
つ
で
あ
っ
て
︑
そ
の
後
の
研
究
を
制
約
し
た
り
︑

そ
れ
と
齟
齬
を
き
た
し
た
り
し
た
場
合
で
あ
る
︒
個
別
の
大
学
を
特
定
す
る

わ
け
で
は
な
い
が
︑
例
え
ば
近
年
の
学
位
論
文
の
テ
ー
マ
を
見
て
い
る
と
︑

課
程
博
士
の
論
文
提
出
の
た
め
に
︑
限
定
さ
れ
た
時
間
に
見
合
っ
た
研
究

テ
ー
マ
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
邪
推
し
た
く
な
る
こ
と
す
ら
あ
る
︒

目
に
見
え
る
形
で
の
成
果
と
は
︑
往
々
に
し
て
﹁
す
ぐ
役
に
立
つ
﹂
研
究

成
果
を
求
め
る
風
潮
と
も
軌
を
一
に
す
る
こ
と
が
多
い
︒
人
文
学
を
﹁
虚

学
﹂
と
位
置
付
け
た
︑
か
つ
て
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
姿
勢
を
固
持
す
る
わ
け
で

は
な
い
が
︑
す
ぐ
役
に
立
つ
と
は
︑
す
ぐ
役
に
立
た
な
く
な
る
︑
と
の
同
義

で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒

そ
れ
で
は
ど
う
対
処
す
べ
き
か
︑
と
い
う
問
い
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る

が
︑
お
そ
ら
く
そ
の
一
つ
の
可
能
性
は
︑
研
究
成
果
の
﹁
熟
成
﹂
の
重
要
性

を
再
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
﹃
史
林
﹄
が
そ
の
姿
勢
を
保

持
す
る
こ
と
は
︑
少
な
く
と
も
大
き
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
人

文
学
に
と
っ
て
︑
文
章
︑
思
考
︑
論
理
等
を
含
む
︑
成
果
の
熟
成
が
極
め
て

重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
︒

自
然
科
学
系
・
工
学
系
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
の
期
待

学
際
的
研
究

あ
る
い
は
﹁
文
理
融
合
﹂
と
い
っ
た
表
現
に
よ
る
︑
人
文
学
と
い
わ
ゆ
る
理

系
・
工
学
系
と
の
共
同
研
究
の
必
要
性
な
い
し
要
請
が
大
き
く
な
っ
て
久
し

い
︒
確
か
に
一
部
の
分
野
で
は
文
理
融
合
は
す
で
に
不
可
避
で
あ
り
︑
そ
れ

が
有
効
で
あ
る
限
り
︑
そ
れ
は
当
然
の
方
向
性
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
医
学
の

進
歩
に
伴
う
医
療
倫
理
の
必
要
性
や
︑
著
し
く
進
展
し
た
脳
科
学
と
心
理
学

な
ど
︑
そ
の
例
も
多
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
研
究
の

進
展
に
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
の
か
に
つ
い
て
は
︑
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得

な
い
例
も
あ
る
︒
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人
文
学
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
何
な
の
か
と
い
う
点
を
自
省
す
る
時
︑

ど
う
し
て
も
い
く
つ
か
の
迷
い
が
生
じ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒
す
で
に
熟

成
し
た
人
文
学
の
成
果
の
応
用
の
要
請
な
の
か
︑
基
礎
教
育
・
基
礎
的
姿
勢

へ
の
関
与
の
期
待
な
の
か
︑
あ
る
い
は
新
し
い
成
果
を
求
め
た
真
の
意
味
で

の
参
画
の
要
請
な
の
か
︑
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
問
題
と
な
ろ
う
︒
程
度
の
差

は
あ
れ
い
ず
れ
も
一
定
の
意
義
は
あ
ろ
う
が
︑
求
め
る
成
果
に
向
け
て
の
日

程
上
の
要
請
と
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
は
︑
前
段
の
﹁
す
ぐ
に
役

に
立
つ
﹂
と
い
う
議
論
で
ふ
れ
た
と
こ
ろ
と
軌
を
一
に
す
る
︒
ま
た
︑
熟
成

し
た
成
果
を
基
礎
と
す
る
方
向
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
出
発
点
な
い
し
議
論

を
噛
み
合
わ
せ
る
た
め
に
︑
用
語
の
定
義
か
ら
議
論
す
る
必
要
が
多
い
こ
と

な
ど
は
事
実
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
︑
熟
成
し
て
い
な
い
小
型
の
成
果
を
求
め

ら
れ
る
よ
う
な
場
合
な
ど
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
も
派
生
し
か
ね
ず
︑

そ
の
位
置
付
け
に
は
ど
う
し
て
も
苦
慮
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

こ
れ
ら
の
積
極
的
な
い
し
必
然
的
場
合
は
別
と
し
て
︑
単
な
る
文
理
融
合

の
形
を
と
る
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
︑
も
と
よ
り
意
味
が
な
い
︒
自
然
科
学

系
・
工
学
系
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
の
期
待
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も
の

の
意
味
あ
る
成
果
に
結
び
つ
き
︑
か
つ
人
文
学
に
と
っ
て
も
突
破
口
な
い
し

進
展
の
糸
口
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
例
は
多
く
な

い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
が
︑
た
だ
︑
そ
の
可
能
性
を
模
索
す
る
姿
勢

は
必
要
で
あ
ろ
う
︒
も
と
よ
り
︑
人
文
学
の
側
か
ら
の
自
生
的
な
必
要
性
で

の
︑
自
然
科
学
と
の
共
同
を
進
め
る
こ
と
に
は
︑
当
然
積
極
的
で
あ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
︒

評
価
指
標
の
確
立
の
功
罪

昨
今
の
予
算
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
︑
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
意
義
や
成
果
の
評
価
が
求
め
ら
れ
る
の
が
す
で
に
一
般
的
で
あ

る
︒
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
継
続
的
予
算
の
必
要
性
が
高
い
人
文
学
の
特
性
と
は
︑

相
容
れ
な
い
場
合
が
出
現
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒

人
文
学
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
︑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
が
有
効
な
例

が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
︑
そ
れ
ら
は
評
価
に
つ
い
て
も
容
易
で
あ

り
︑
ま
た
評
価
が
明
確
で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
人
文
学
全
体
と
す
れ

ば
︑
評
価
シ
ス
テ
ム
が
有
効
と
は
言
え
な
い
例
が
多
い
︒
さ
き
に
﹁
小
型
の

成
果
﹂
が
問
題
を
惹
起
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
︑
評
価
も
ま
た
︑
評
価

し
や
す
い
小
型
の
成
果
を
量
産
す
る
こ
と
に
結
び
つ
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
言

え
よ
う
︒
評
価
し
や
す
い
成
果
︑
小
型
の
成
果
は
︑
同
じ
文
脈
で
︑
評
価
し

に
く
い
成
果
︑
大
型
の
成
果
こ
そ
が
意
味
の
大
き
い
人
文
学
に
と
っ
て
︑
そ

の
阻
害
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
︒

評
価
と
言
え
ば
︑
自
然
科
学
系
・
工
学
系
や
一
部
の
社
会
科
学
に
と
っ
て
︑

最
も
一
般
的
な
の
は
サ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
ろ
う
︒
人
文

学
研
究
者
で
は
な
い
も
の
の
︑
人
文
学
の
価
値
と
必
要
性
を
理
解
し
て
い
る

人
々
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
よ
う
な
形
式
的
評
価
基
準
は
な
い
か
と
模
索
し
て
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い
る
こ
と
は
多
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
有
効
で
あ

ろ
う
か
︒

人
文
学
の
対
象
は
︑
人
や
場
所
︑
あ
る
い
は
時
間
や
文
化
で
あ
り
︑
い
ず

れ
も
言
語
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
︒
日
本
で
は
人
文
学
は
︑
一

般
的
に
日
本
語
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
人
文
学
が

こ
れ
ら
の
広
義
の
文
化
を
対
象
と
し
て
い
る
限
り
︑
言
語
と
切
り
離
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
要
素
が
人
文
学
の
大
勢
を
占
め
る
限

り
︑
人
文
学
は
一
般
的
な
形
式
的
評
価
規
準
と
は
な
じ
ま
な
い
と
い
っ
て
よ

い
︒し

か
も
人
文
学
に
と
っ
て
必
須
と
な
る
要
素
の
一
つ
は
︑
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
﹁
熟
成
﹂
で
あ
る
︒
文
章
︑
思
考
︑
論
理
等
の
熟
成
こ
そ
が
︑
人
文

学
の
質
を
決
定
す
る
︒
こ
の
点
か
ら
も
︑
形
式
的
評
価
規
準
と
は
な
じ
ま
な

い
と
言
え
よ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
社
会
的
要
請
に
は
妥
当
な
部
分
も
あ
れ
ば
︑
時
と
し
て

人
文
学
そ
の
も
の
の
方
向
性
と
齟
齬
を
き
た
す
場
合
も
あ
る
︒

﹃
史
林
﹄
の
使
命
は
お
そ
ら
く
︑
熟
成
し
た
研
究
成
果
を
刊
行
し
続
け
る

こ
と
に
こ
そ
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
社
会
的
要
請
に
対
応
し
て
ゆ
く
意
味
で
も
︑

本
来
の
人
文
学
を
推
進
し
て
い
く
意
味
で
も
基
本
と
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

①

京
都
大
学
文
学
部
地
理
学
教
室
編
﹃
地
理
学

京
都
の
百
年
﹄
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出

版
︑
二
〇
〇
八
年

②

金
田
章
裕
﹃
古
代
中
世
遺
跡
と
歴
史
地
理
学
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
一
年

③

金
田
章
裕
﹁
大
学
改
革
と
人
文
学
の
課
題
﹂
﹃
Ｉ
Ｄ
Ｅ
現
代
の
高
等
教
育

﹁
大
学
改
革
と
人
文
学
の
危
機
﹂
﹄
四
八
五
︑
二
〇
〇
五
年︵

京
都
大
学
名
誉
教
授
︶
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