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本
稿
は
、
地
域
の
固
有
性
に
埋
没
す
る
の
で
は
な
い
「
新
し
い
地

域
研
究
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
地
域
研
究
と
は
何
か
」
と
い
う

問
い
に
対
し
て
は
立
場
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
答
え
方
が
あ
り
う
る

が
、
筆
者
は
地
域
研
究
を
次
の
四
つ
の
特
徴
か
ら
捉
え
て
い
る
。

第
一
に
、
地
域
研
究
と
は
、
現
実
世
界
が
抱
え
る
諸
課
題
に
対
す

る
学
術
研
究
を
通
じ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴

は
、
現
実
世
界
を
対
象
と
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
こ

と
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
そ
の
制
約
を
乗
り
越
え
る
工
夫
を
し
な
が

ら
研
究
を
行
う
点
に
あ
る
。

第
二
に
、
地
域
研
究
と
は
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
は

現
実
世
界
の
理
解
に
十
分
に
対
応
で
き
て
い
な
い
側
面
が
あ
る
と
の

立
場
に
立
ち
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
内
側
か
ら
改
良
・

改
造
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

第
三
に
、
地
域
研
究
と
は
、「
地
域
」
と
し
て
切
り
取
ら
れ
た
研

究
対
象
に
対
す
る
総
合
的
な
研
究
を
通
じ
て
そ
の
地
域
の
固
有
性
を

理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
そ
の
地
域
の
特
殊
性
と
し
て
語
る
の
で
は

な
く
、
他
地
域
と
の
相
関
性
に
お
い
て
理
解
す
る
語
り
方
を
す
る
試

み
で
あ
る
。

第
四
に
、
地
域
研
究
は
想
定
外
に
対
応
す
る
学
術
的
試
み
で
あ

り
、
研
究
対
象
地
域
を
ど
の
枠
組
に
置
い
て
捉
え
る
か
を
柔
軟
に
設

定
し
う
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

Ⅰ
現
実
世
界
の
諸
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

地
域
研
究
と
は
、「
現
実
世
界
が
抱
え
る
諸
課
題
に
対
す
る
学
術

研
究
を
通
じ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
る
。

「
現
実
世
界
が
抱
え
る
諸
課
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
言
っ

第
Ⅰ
部 

大
学
院
で
学
ぶ
／
教
え
る
地
域
研
究

地
域
研
究
方
法
論
―
―
想
定
外
に
対
応
す
る「
地
域
の
知
」

山
本
博
之
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て
も
、
研
究
者
が
た
だ
ち
に
現
場
に
入
っ
て
実
務
を
行
う
と
い
う
意

味
で
は
な
い
。
現
実
世
界
の
諸
課
題
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
研
究
を

行
い
、
地
域
研
究
を
学
術
研
究
と
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て

現
実
世
界
の
諸
課
題
の
解
決
に
寄
与
す
る
の
が
地
域
研
究
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
現
実
世
界
が
抱
え
る
諸
課
題
」
と
い
う
対

象
が
持
つ
性
格
の
た
め
、
学
術
研
究
を
行
う
に
は
必
ず
し
も
理
想
的

な
状
況
で
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
そ
の
制
約
を
乗
り
越
え
る
工

夫
を
し
な
が
ら
研
究
を
進
め
る
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
制
約
の
中
で
進
め
ら
れ
る
研
究
で
あ
る
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、

地
域
研
究
と
は
「
特
定
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
総
合
的
に
把
握
す

る
こ
と
」
で
は
な
く
「
限
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
特
定
地
域
の
全
体

像
を
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
こ
と
」
と
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
か

も
し
れ
な
い
。

「
必
ず
し
も
理
想
的
な
状
況
で
な
い
」
と
い
う
の
は
、
現
実
世
界

を
対
象
に
調
査
研
究
を
行
う
上
で
い
く
つ
か
の
制
約
が
生
じ
得
る
た

め
だ
。

一
つ
は
デ
ー
タ
収
集
上
の
制
約
で
あ
る
。
学
術
研
究
で
あ
る
以
上

は
適
切
な
方
法
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
議
論
を
組
み
立
て
る

必
要
が
あ
り
、
地
域
研
究
も
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

現
実
世
界
を
対
象
と
す
る
以
上
、
常
に
理
想
的
な
デ
ー
タ
収
集
が
で

き
る
と
は
限
ら
な
い
。
不
完
全
な
状
態
の
デ
ー
タ
し
か
得
ら
れ
ず
、

し
か
も
デ
ー
タ
の
取
り
直
し
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
。

も
う
一
つ
は
時
間
的
な
制
約
で
あ
る
。
研
究
対
象
が
一
分
一
秒
を

争
う
緊
急
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
は
ま
れ
に
し
か
な
い
が
、
そ
う
で

な
い
に
し
て
も
、
時
間
を
ど
れ
だ
け
か
け
て
も
い
い
か
ら
道
具
や
材

料
を
十
分
に
揃
え
て
万
全
の
体
制
に
な
っ
て
か
ら
調
査
研
究
に
取
り

組
む
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
ま
利
用
で
き
る
道
具
と
材
料
で
ど
こ

ま
で
わ
か
る
か
を
そ
の
と
き
ど
き
で
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

学
術
研
究
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
、
相
互
に
参
照
し
あ
い
な
が

ら
、
学
問
分
野
ご
と
に
方
法
論
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
地
域
研
究

も
、
学
問
分
野
の
一
つ
と
し
て
、
他
の
学
問
分
野
の
積
み
重
ね
を
尊

重
し
、
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
ー

タ
が
十
分
に
得
ら
れ
る
場
合
に
は
既
存
の
学
問
分
野
と
地
域
研
究
の

違
い
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
収
集

し
た
デ
ー
タ
に
制
約
が
あ
る
と
き
の
対
応
で
は
、
既
存
の
学
問
分
野

と
地
域
研
究
で
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

収
集
し
た
デ
ー
タ
に
制
約
が
あ
る
と
き
、
既
存
の
学
問
分
野
で

は
、
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
が
有
効
と
な
る
条
件
を
設
定
し
、
そ
の
範
囲

内
で
結
論
を
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。
有
効
と
な
る
条
件
が
設
定
で
き
な

い
場
合
、
そ
の
デ
ー
タ
は
破
棄
し
て
結
論
を
出
さ
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
方
法
論
の
有
効

性
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
学
問
的
な
誠
実
さ
か

ら
導
か
れ
る
態
度
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
地
域
研
究
で
は
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
に
制
約
が
あ

る
と
き
、
条
件
を
設
定
し
た
上
で
結
論
を
導
く
こ
と
ま
で
は
同
じ
だ
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が
、
そ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
と
そ
う
で
な
い
こ
と
を
区
別
し
た
上

で
、
そ
の
結
論
の
意
義
を
方
向
付
け
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
意
味
で

は
、
議
論
や
結
論
の
方
向
性
に
研
究
者
自
身
の
価
値
観
が
反
映
さ
れ

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
現
実
世
界
が
抱
え
る
諸
課
題

へ
の
取
り
組
み
と
い
う
意
識
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
地
域
研
究
と
い

う
学
問
分
野
に
お
け
る
学
問
的
誠
実
さ
か
ら
導
か
れ
る
態
度
で
あ
る

と
言
え
る
。

Ⅱ
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
改
良

地
域
研
究
の
二
つ
め
の
特
徴
は
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

の
内
側
か
ら
そ
の
改
良
・
改
造
を
試
み
る
点
に
あ
る
。

地
域
研
究
が
日
本
の
大
学
で
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
だ
歴

史
が
浅
い
た
め
、
大
学
や
大
学
院
で
地
域
研
究
を
専
門
に
学
ん
だ
人

た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
地
域
研
究
で
は
な
い
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

を
身
に
つ
け
た
教
員
か
ら
地
域
研
究
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
一
口
に
「
地
域
研
究
」
と
言
っ
て
も
、
実
態
は
そ
れ
ぞ
れ

指
導
を
受
け
た
教
員
の
専
門
に
沿
っ
た
形
で
の
地
域
研
究
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
そ
れ
ぞ
れ
「
出
身
」
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

地
域
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
出
身
」
の
学
問
分
野
に
お
け
る
改

良
・
改
造
の
試
み
と
い
う
側
面
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
各
学
問
分
野

を
身
に
つ
け
た
上
で
、
現
実
世
界
の
諸
課
題
に
対
応
す
る
の
に
限
界

が
あ
る
と
感
じ
た
研
究
者
が
地
域
研
究
を
め
ざ
す
た
め
で
あ
る
。
各

学
問
分
野
の
枠
内
で
ど
の
よ
う
な
改
良
・
改
造
を
試
み
る
か
は
、

個
々
の
研
究
者
の
問
題
関
心
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
地
域
研
究
の
営

み
は
、
そ
の
起
点
も
向
か
う
方
向
も
研
究
者
ご
と
に
違
っ
た
も
の
と

な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
試
み
の
「
最
先
端
」

だ
け
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
「
地
域
研
究
と
は
何
か
」
を
語
っ
て
も
、
話

が
か
み
合
わ
な
い
だ
け
で
地
域
研
究
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
に
な
ら

な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
あ
る
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
背
景
に
持
つ
想
像
上
の

地
域
研
究
者
で
あ
る
「
私
」
を
考
え
て
み
よ
う
。「
私
」
は
、
あ
る

学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
背
景
と
し
て
持
ち
、
地
域
研
究
を
行
っ
て

い
る
。「
私
」
か
ら
見
た
と
き
、
自
分
と
異
な
る
学
問
的
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
を
背
景
に
持
つ
地
域
研
究
者
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
想
を

抱
く
こ
と
が
あ
る
（
図
１
）。
そ
の
一
方
で
、「
私
」
も
、
他
の
地
域

研
究
者
か
ら
別
の
感
想
を
抱
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
図
２
）。
こ

こ
で
重
要
な
の
は
、
他
の
地
域
研
究
者
か
ら
「
私
」
に
向
け
ら
れ
た

視
線
の
内
容
は
、「
私
」
が
自
分
の
背
景
と
す
る
学
問
的
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
課
題
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、「
私
」
は

そ
れ
ら
の
課
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
地
域
研
究
を
求
め
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
私
」
が
ど
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
背
景
に

持
つ
地
域
研
究
者
で
も
起
り
得
る
。
地
域
研
究
者
ど
う
し
が
互
い
に
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それは研究？ 社会活動？

人間
社会
には関

心ない
？

村のことしか
知らない？

理論を機械的に当てはめるだけ？

※「私」とは想像上の地域研究者であり、ここで書かれているものは
いずれも例にすぎない。

 

過去
にしか

関心
がない

のでは
？

※「私」とは想像上の地域研究者であり、ここで書かれているものは
いずれも例にすぎない。

世界的な問
題の解明に

は役立たない
のでは？

事実を記述しているだけで理論がないのでは？学問に閉じこもっているのでは？

図１　「私」が見る地域研究者たち

図２　「私」を見る地域研究者たちの視線
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こ
の
よ
う
に
批
判
し
あ
っ
て
も
あ
ま
り
生
産
的
な
議
論
に
は
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
融
合

し
て
一
つ
に
し
て
し
ま
え
ば
こ
の
問
題
が
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
で

も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
背
景
と
し
て
地
域

研
究
に
活
路
を
求
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
、
自
ら
が
備
え
る
特
長
と

限
界
を
認
識
し
て
、
ど
の
よ
う
に
互
い
に
接
合
す
る
と
よ
り
よ
い
形

に
な
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
異
な
る
学
問
的
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
を
背
景
に
持
つ
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
方
法
論
が
議
論
さ
れ
る

か
ら
こ
そ
、
地
域
研
究
は
そ
の
よ
う
な
接
合
を
可
能
に
し
て
い
る
。

Ⅲ
地
域
の
固
有
性
か
ら
普
遍
性
へ
の
橋
渡
し

「
新
し
い
地
域
研
究
」
で
大
切
な
こ
と
は
、
対
象
地
域
の
固
有
性

を
括
り
出
す
こ
と
は
調
査
研
究
の
重
要
な
作
業
の
一
つ
で
は
あ
る
け

れ
ど
、
そ
の
こ
と
自
体
を
地
域
研
究
の
目
的
に
し
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
固
有
の
価
値
観
が
あ
る
と
認

め
る
こ
と
に
は
、
世
の
中
全
体
に
た
っ
た
一
つ
の
価
値
観
し
か
認
め

な
い
と
い
う
態
度
を
批
判
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
た
だ
し
、
対

象
地
域
の
固
有
性
に
ば
か
り
目
を
向
け
る
と
対
象
地
域
の
特
殊
性
が

強
調
さ
れ
、
結
局
「
世
の
中
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
」
と
し
か
な
ら
な

い
。
ま
た
、「
変
わ
っ
た
も
の
探
し
」
を
す
れ
ば
、
見
る
側
と
見
ら

れ
る
側
と
を
切
り
離
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

特
定
の
地
域
に
関
す
る
デ
ィ
ー
プ
な
知
識
を
た
く
さ
ん
集
め
る
こ

と
は
「
新
し
い
地
域
研
究
」
が
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
特
定
の
地

域
で
実
際
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
そ
の
地
域
の
特
徴
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
加
え
て
、
地
域
を
超
え
て
適
用
で
き
る
普
遍
性
の
高
い

法
則
を
見
つ
け
て
、
特
定
の
地
域
か
ら
世
界
全
体
や
人
類
全
体
の
あ

り
方
に
考
え
を
巡
ら
せ
る
の
が
「
新
し
い
地
域
研
究
」
だ
。
地
域
の

固
有
性
の
括
り
出
し
を
最
終
目
的
と
す
る
地
域
研
究
を
「
地
域
だ
け

の
研
究
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、「
新
し
い
地
域
研
究
」
は
「
地
域
か
ら

の
研
究
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ど
ち
ら
も
地
域
研
究
だ
が
、
そ

の
向
か
う
先
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

「
世
界
の
各
地
域
に
は
地
域
ご
と
の
固
有
の
文
化
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
た
既
存

の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
や
そ
の
学
説
を
拒
絶
し
て
、
世
界
各
地
の

固
有
の
文
化
や
論
理
を
個
々
に
括
り
出
す
こ
と
が
地
域
研
究
の
使
命

だ
」
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
は
、
地
域
ご
と
に
固

有
の
文
化
が
あ
る
こ
と
に
は
同
意
見
だ
が
、
こ
の
主
張
の
後
半
部
分

に
は
賛
成
し
か
ね
る
。
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
歴
史
的
に

特
定
の
時
代
の
特
定
の
地
域
の
事
例
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
、
そ

の
た
め
現
代
世
界
の
諸
課
題
に
必
ず
し
も
十
分
に
対
応
し
き
れ
て
い

な
い
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、「
新
し
い
地
域
研
究
」
で
は
、
既
存

の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
拒
絶
し
て
一
か
ら
論
理
を
組
み
立
て
る

の
で
は
な
く
、
世
界
各
地
の
事
例
を
扱
う
こ
と
で
既
存
の
学
問
的

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
鍛
え
上
げ
て
、
普
遍
性
の
高
い
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
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リ
ン
を
生
み
出
す
共
同
作
業
に
加
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
わ
か
り

や
す
く
言
え
ば
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
論
理
を
ア
ジ
ア
に
そ
の
ま

ま
あ
て
は
め
て
も
通
用
し
な
い
」
と
言
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
続
く
言

葉
は
「
だ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
論
理
は
い
ら
な
い
」
で
は
な

く
、「
こ
う
修
正
す
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
ア
ジ
ア
に
も
当
て
は
ま

る
論
理
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ⅳ
想
定
外
に
対
応
す
る
学
術
的
試
み

「
地
域
研
究
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
地
域
と
は
何

か
」
と
い
う
問
い
か
ら
考
え
始
め
る
方
法
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
地
域
」
の
捉
え
方
は
多
様
で
あ
り
、
国
家
単
位
の
地
域
、
国
家
よ

り
も
小
さ
い
地
域
、
複
数
の
国
家
を
あ
わ
せ
た
地
域
、
あ
る
い
は
国

境
を
横
断
す
る
地
域
な
ど
、
研
究
課
題
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
象
地
域

の
設
定
を
変
え
て
よ
い
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

地
域
研
究
が
登
場
す
る
前
は
国
家
単
位
で
行
わ
れ
る
研
究
が
多

か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
研
究
対
象
を
国
家
単
位
で
行
う
と

い
う
縛
り
を
取
り
除
い
た
と
い
う
意
味
で
、
地
域
研
究
が
「
対
象
地

域
を
柔
軟
に
設
定
し
て
よ
い
」
と
し
た
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
。
し

か
し
、
地
域
研
究
に
限
ら
ず
と
も
国
家
単
位
で
な
い
研
究
が
珍
し
く

な
く
な
っ
た
今
日
、
地
域
研
究
と
は
何
か
を
語
る
と
き
に
「
対
象
地

域
を
柔
軟
に
設
定
し
て
よ
い
」
と
言
う
だ
け
で
は
何
も
説
明
し
た
こ

と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
、「
地
域
研
究
と
は
何
か
」
を
考
え
る
と
き
、「
地
域
と
は

何
か
」
か
ら
考
え
始
め
る
こ
と
が
地
域
研
究
を
わ
か
り
に
く
く
さ
せ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
か
わ
る
捉
え
方
と
し
て
、
地
域
研

究
を
想
定
外
に
対
応
す
る
学
術
的
試
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

伝
統
的
な
学
問
分
野
で
は
、
一
つ
一
つ
の
概
念
を
き
ち
ん
と
定
義

し
て
、
ど
の
範
囲
の
こ
と
ま
で
扱
う
の
か
（
逆
に
言
え
ば
、
ど
の
範

囲
を
超
え
た
ら
扱
わ
な
い
の
か
）
を
明
確
に
定
め
た
上
で
、
そ
の
範

囲
の
中
で
成
り
立
つ
こ
と
を
検
証
し
て
積
み
上
げ
、
理
論
を
作
っ
て

き
た
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
想
定
さ
れ
た
範
囲
内

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
域
や
時
代
の
違
い
を
超
え
て
、
あ
る
い
は

観
察
者
が
誰
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
了
解
の

も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野
が
発
展
し
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
研
究
成
果
の
現
実
世
界

へ
の
適
用
も
、
ど
の
範
囲
内
で
成
り
立
つ
の
か
（
ど
の
範
囲
を
超
え

た
ら
成
り
立
た
な
い
の
か
）
を
明
確
に
意
識
し
た
上
で
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

東
日
本
大
震
災
以
後
、
研
究
者
が
「
想
定
外
」
と
言
う
こ
と
を
問

題
視
す
る
意
見
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
筆
者
は
、
研
究
者
が

「
想
定
外
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
は
「
想
定
内
」
に
関
し
て
は

き
ち
ん
と
対
応
す
る
と
い
う
責
任
意
識
の
表
れ
で
あ
り
、「
想
定

外
」
と
言
う
こ
と
が
た
だ
ち
に
責
任
逃
れ
に
な
る
と
は
思
わ
な
い

が
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
専
門
家
が
肝
心
の
と
こ
ろ
で
「
想
定
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外
」
と
言
う
だ
け
で
は
困
る
と
い
う
の
も
十
分
理
解
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
、
想
定
外
の
事
態
に
ど
う
対
応
す
る
の
か
、
し
か
も

学
術
研
究
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
を
提
示
す
る
の
が
地

域
研
究
で
あ
る
。
地
域
研
究
は
、
伝
統
的
な
学
問
分
野
の
特
徴
を
一

方
で
備
え
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
、
地
域
（
現
場
）
の
現
実
を
も
と

に
伝
統
的
な
学
問
分
野
の
理
論
を
柔
軟
に
改
造
・
改
変
し
て
、
伝
統

的
な
学
問
分
野
の
理
論
と
地
域
（
現
場
）
を
合
わ
せ
た
形
で
研
究
す

る
学
問
分
野
で
あ
る
。
伝
統
的
な
学
問
分
野
で
は
ど
の
範
囲
を
扱
う

か
と
い
う
舞
台
設
定
が
重
要
で
、
そ
れ
を
外
れ
た
も
の
は
分
析
の
対

象
外
と
す
る
が
、
地
域
研
究
は
伝
統
的
な
学
問
分
野
が
対
象
外
と
し

た
事
例
を
積
極
的
に
拾
い
上
げ
よ
う
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ど
こ

が
変
わ
り
種
な
の
か
を
調
べ
て
満
足
す
る
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な

学
問
分
野
の
舞
台
設
定
や
理
論
を
ど
の
よ
う
に
修
正
す
れ
ば
そ
の
事

例
を
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
を
提
案
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
提

案
は
、
伝
統
的
な
学
問
分
野
に
し
て
み
れ
ば
既
存
の
枠
組
の
変
更
が

求
め
ら
れ
る
た
め
に
常
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
い

ず
れ
に
し
ろ
、
地
域
研
究
と
は
常
に
「
想
定
外
」
の
事
例
を
「
想
定

内
」
に
位
置
づ
け
よ
う
と
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
学
問
分
野
で

あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
た
め
に
地
域
研
究
が
行
っ
て
き
た
工
夫
の
一
つ
が
、
地
域
を

柔
軟
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
域
研
究
で
地
域
を
柔
軟

に
捉
え
る
と
い
う
主
張
に
は
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ

を
き
ち
ん
と
区
別
し
な
い
と
地
域
研
究
の
意
義
は
わ
か
り
に
く
い
。

一
つ
め
は
研
究
対
象
地
域
を
柔
軟
に
設
定
す
る
こ
と
だ
が
、
本
章

の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
新
し
い
地
域
研
究
」

に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
研
究
対
象
地
域
を
切
り
取
っ
て
、
そ
れ

が
あ
た
か
も
孤
立
し
た
地
域
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
だ
か
ら

だ
。今

日
の
世
界
で
は
、
ど
の
よ
う
な
地
域
社
会
で
あ
れ
、
外
部
社
会

と
の
繋
が
り
な
し
に
孤
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ

る
。
あ
る
地
域
は
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
何
ら
か
の
枠
組
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
枠
組
も
地
域
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ど
の
地
域
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
か
は
一
通
り
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の

た
め
、
同
じ
地
域
を
研
究
対
象
と
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
地
域

の
中
で
捉
え
る
か
が
違
え
ば
研
究
内
容
も
結
論
も
違
っ
て
く
る
。
で

は
、
複
数
あ
る
地
域
の
う
ち
ど
れ
に
お
い
て
捉
え
れ
ば
正
し
い
結
果

が
得
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
客
観
的
な
答
え
と
し

て
は
存
在
し
な
い
。
ど
の
地
域
に
お
い
て
で
考
え
る
か
は
そ
れ
ぞ
れ

の
研
究
者
が
問
題
関
心
や
研
究
テ
ー
マ
に
し
た
が
っ
て
決
め
る
こ
と

だ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
研
究
対
象
地
域
を
自
由
に
設
定
し
て
よ
い
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
を
ど
の
地
域
に
お
い
て
捉
え
る
か
も
研
究
者
が
自

由
に
設
定
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
自
由
に
設

定
し
て
よ
い
」
と
い
う
の
は
「
設
定
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
い
」
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
必
ず
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
を
十
分
に
意
識
し
な
い
地
域
研
究
は
、
い
く
ら
詳
細
な
デ
ー
タ
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
て
も
、
論
を
欠
い
た
報
告
書
に
し
か
な
ら
な
い
。
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Ⅴ
地
域
研
究
へ
の
臨
み
方

前
章
で
見
た
地
域
研
究
の
四
つ
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、「
新
し
い

地
域
研
究
」
と
は
何
か
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
、
以
下
で
は
地

域
研
究
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
は
じ
め

に
、
今
日
の
地
域
研
究
が
置
か
れ
て
い
る
時
代
状
況
を
整
理
し
、
現

在
見
ら
れ
る
地
域
研
究
の
多
様
性
・
多
層
性
を
示
し
た
上
で
、
い
く

つ
か
の
層
に
分
け
て
地
域
研
究
の
特
徴
を
検
討
し
て
み
た
い
。

１
「
人
道
支
援
の
時
代
」
の
地
域
研
究

本
特
集
で
は
地
域
研
究
論
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を
目
指
し
て
い

る
が
、
地
域
研
究
論
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
が
必
要
と
な
る
背
景
の

一
つ
と
し
て
世
界
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
が
あ
る
。
現
在
、
世
界
は

二
〇
世
紀
の
「
戦
争
の
時
代
」
か
ら
二
一
世
紀
の
「
人
道
支
援
の
時

代
」
へ
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る＊

1

。
こ
の
転
換
は
地

域
研
究
の
役
割
や
位
置
づ
け
を
大
き
く
変
え
う
る
も
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
発
生
し
た
ス
マ
ト
ラ
沖
地
震
・
津
波
（
イ

ン
ド
洋
津
波
）
は
、
イ
ン
ド
洋
沿
岸
諸
国
で
約
二
二
万
人
の
犠
牲
者

を
出
す
未
曾
有
の
大
災
害
と
な
っ
た
。「
史
上
最
大
の
作
戦
」
と
呼

ば
れ
た
各
国
・
国
際
機
関
か
ら
の
大
規
模
な
救
援
・
復
興
支
援
が
示

し
た
よ
う
に
、
今
日
で
は
大
規
模
自
然
災
害
が
生
じ
る
と
国
際
社
会

が
救
援
・
復
興
支
援
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
災
害
・
復
興
は

国
際
協
力
に
お
け
る
重
要
な
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
数
多
く
の
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
顕
著

だ
が
、
世
界
の
他
地
域
の
災
害
で
も
国
際
社
会
が
緊
急
・
復
興
支
援

を
行
う
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
別
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
今
日
の

国
際
社
会
に
お
け
る
自
立
と
は
、
災
害
な
ど
の
非
常
事
態
が
発
生
し

た
と
き
に
自
分
た
ち
だ
け
で
復
興
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
国
内
外

か
ら
差
し
伸
べ
ら
れ
る
支
援
の
手
を
う
ま
く
掴
む
態
勢
を
整
え
て
お

く
こ
と
で
あ
る
と
す
る
理
解
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
地
域
情
報
や
地
域
研
究
の
位
置
づ
け
に
も
変
化
を

も
た
ら
し
う
る
。「
戦
争
の
時
代
」
に
お
い
て
は
、
外
交
と
は
紛
争

を
予
防
し
、
あ
る
い
は
す
で
に
発
生
し
た
紛
争
を
解
決
す
る
も
の
で

あ
り
、
地
域
情
報
も
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
、
地

域
研
究
者
は
、
帝
国
主
義
的
な
支
配
に
抗
す
る
人
々
の
動
き
や
思
想

を
理
解
す
る
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
人
々
に
寄
り
添
お
う
と
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、「
人
道
支
援
の
時
代
」
に
お
い
て
は
、
災
害
や
紛
争

な
ど
の
人
道
上
の
危
機
に
直
面
し
た
国
や
地
域
に
支
援
を
行
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
も
の
の
、
災
害
は
い
つ
、
ど
こ
で
発
生
す
る
か
正
確

に
予
測
で
き
な
い
た
め
、
い
つ
、
ど
の
地
域
に
救
援
を
派
遣
す
る
か

を
事
前
に
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
災
害
発
生
時
に
は
直
ち
に

対
応
す
る
た
め
に
十
分
な
準
備
期
間
が
取
れ
な
い
た
め
、
日
ご
ろ
か

ら
各
地
域
の
事
情
に
通
じ
た
専
門
家
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
世
界
の
諸
地
域
に
つ
い
て
の
地
域
事

情
を
地
元
の
事
情
に
即
し
て
理
解
し
、
そ
れ
を
他
の
専
門
性
に
使
え

る
形
で
提
示
し
た
も
の
を
蓄
積
・
共
有
化
し
た
「
地
域
の
知
」
の
重

要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。

2
地
域
研
究
の
三
つ
の
層 

 

―
―
地
域
研
究
方
法
論
の
授
業
が
つ
ま
ら
な
い
理
由

地
域
研
究
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
内
容
は
実
に
多
様
で
あ
る
。
筆
者

の
観
察
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
国
内
の
大
学
で
行
わ
れ
て
い
る
地
域
研

究
は
図
３
の
よ
う
に
三
つ
の
層
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

上
か
ら
順
に
第
一
層
か
ら
第
三
層
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
第
一
層

（
①
）
は
共
同
事
業
と
し
て
の
地
域
研
究
で
あ
る
。
複
数
の
研
究
者

が
共
同
で
今
日
的
か
つ
世
界
的
な
課
題
に
取
り
組
む
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
場
合
、
地
域
研
究
と
は
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
が
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
参
加
す
る
個
々
の

メ
ン
バ
ー
は
地
域
研
究
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、
さ
ら
に
言
え

ば
、
個
々
の
メ
ン
バ
ー
が
狭
い
意
味
で
の
研
究
者
で
な
く
て
も
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
は
地
域
研
究
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
。

共
同
事
業
と
し
て
の
地
域
研
究
に
は
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
以
外

に
、
大
学
院
の
研
究
科
や
専
攻
も
含
ま
れ
る
。
複
数
の
教
員
か
ら
構

成
さ
れ
、
全
体
で
地
域
研
究
の
（
ま
た
は
そ
れ
に
関
連
す
る
）
教

育
・
研
究
を
行
っ
て
い
る
研
究
科
や
専
攻
で
あ
る
。

①共同事業としての
地域研究
（参加する個別の研究は
地域研究でなくてもよい）

②a特定の地域を
扱う地域研究
（現地語／現地調査）

③現地語なしの
地域研究
（教養教育／異分野・
異業種の連携）

②ｂ事例研究と
しての地域研究
（比較○○学の事例）

図３　「地域研究」の三つの層
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
学
・
大
学
院
で
開
講
さ
れ
て
い
る
地

域
研
究
方
法
論
や
地
域
研
究
概
論
な
ど
の
授
業
の
多
く
が
あ
ま
り
お

も
し
ろ
く
な
い
と
言
わ
れ
る
理
由
の
一
端
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
研
究

科
や
専
攻
が
全
体
で
行
っ
て
い
る
の
が
地
域
研
究
で
あ
る
た
め
、
所

属
す
る
個
々
の
教
員
は
必
ず
し
も
地
域
研
究
者
で
あ
る
必
要
が
な
い

し
、
狭
義
の
研
究
者
で
な
く
て
も
よ
い
。
地
域
研
究
を
掲
げ
る
研
究

科
や
専
攻
な
の
に
「
自
分
は
地
域
研
究
者
で
は
な
い
」
と
前
置
き
す

る
教
員
が
い
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
第
一
層
の
地
域
研
究
が
行
わ
れ

て
い
る
た
め
だ
。
そ
の
よ
う
な
教
員
は
、「
自
分
は
地
域
研
究
者
で

は
な
い
が
、
自
分
が
加
わ
る
こ
と
で
全
体
で
こ
の
よ
う
な
地
域
研
究

が
進
め
ら
れ
て
い
る
」
と
話
せ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

が
、
話
を
前
半
で
終
え
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
り
に
く
さ
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
。

第
二
層
は
、
特
定
の
地
域
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
研
究
を
行
う
地
域
研

究
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
定
の
地
域
に
密
接
に
関
わ
り
、
現
地
語
を

習
得
し
て
、
現
地
に
比
較
的
長
期
間
に
わ
た
っ
て
滞
在
し
て
研
究
を

行
う
タ
イ
プ
（
第
二
層
の
右
側
、
②
ａ
）
と
、
事
例
研
究
の
た
め
に

特
定
の
地
域
を
対
象
と
し
て
研
究
す
る
タ
イ
プ
（
第
二
層
の
左
側
、

②
ｂ
）
の
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。
一
般
に
地
域
研
究
と
い
っ
た
と

き
に
は
、
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
第
二
層
右
側
の
タ
イ
プ
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
こ
れ
を
狭
い
意
味
で
の

地
域
研
究
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
地
域
研
究
方
法
論
や
地
域
研
究
概

論
の
担
当
教
員
に
は
「
私
は
特
定
の
地
域
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
」

と
前
置
き
し
て
特
定
の
地
域
に
つ
い
て
話
す
人
も
い
る
が
、
そ
れ
は

地
域
研
究
を
第
二
層
で
捉
え
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。

第
二
層
の
左
側
に
は
、
政
治
学
や
教
育
学
な
ど
の
学
問
分
野
で
事

例
研
究
と
し
て
特
定
の
地
域
を
研
究
す
る
場
合
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

第
二
層
右
側
と
比
べ
る
と
地
域
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
が
深
く
な
い
と
見
ら

れ
が
ち
だ
が
、
現
地
語
を
習
得
し
た
り
現
地
に
長
期
間
滞
在
し
た
り

し
て
現
地
社
会
へ
の
関
わ
り
を
深
め
る
人
も
お
り
、
第
二
層
右
側
と

重
な
る
部
分
が
あ
る
。

第
三
層
（
③
）
は
、「
現
地
語
な
し
の
地
域
研
究
」
が
積
極
的
な

意
義
を
持
ち
う
る
地
域
研
究
で
あ
る
。
主
に
教
養
教
育
や
市
民
教

育
・
生
涯
教
育
で
、
地
域
研
究
や
そ
れ
に
類
す
る
名
前
で
行
わ
れ
て

い
る
授
業
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
主
に
自
分
と
異
な

る
文
化
的
背
景
を
持
つ
人
と
の
接
し
方
に
関
す
る
も
の
で
、
か
つ
て

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
な
ど
の
名
前
で
開
講
さ
れ
て
い
た

も
の
に
近
い
よ
う
だ
。
以
前
は
異
文
化
と
言
え
ば
も
っ
ぱ
ら
外
国
人

の
こ
と
を
指
し
、
外
国
人
と
の
接
し
方
が
課
題
だ
っ
た
が
、
最
近
で

は
日
本
人
ど
う
し
で
も
共
通
の
規
範
が
必
ず
し
も
見
ら
れ
な
い
状
況

が
増
え
て
お
り
、
他
人
と
の
接
し
方
が
地
域
研
究
に
含
め
ら
れ
て
教

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
現
地
語
の
習
得
や
現

地
調
査
は
前
提
と
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
特
定
の
地
域
に
対
す
る
理

解
を
深
め
る
の
で
は
な
く
、
特
定
地
域
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓

を
教
え
る
と
い
う
形
で
授
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

第
三
層
の
地
域
研
究
は
、
災
害
対
応
へ
の
応
用
な
ど
、
実
務
者
と
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の
連
携
に
お
い
て
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
。
国
外
で
自
然
災
害
が
発

生
し
て
、
災
害
対
応
の
実
務
者
が
現
地
入
り
し
て
救
援
・
復
興
支
援

を
行
う
際
に
、
地
域
研
究
の
知
見
が
ど
の
よ
う
に
利
用
可
能
か
と
い

う
問
い
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
地
域
研
究
と
は
主
に
第
二
層
右
側
が

想
定
さ
れ
て
お
り
、
特
定
の
地
域
に
関
す
る
知
識
は
豊
富
だ
が
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
だ
け
で
は
異
業
種
や
異
分
野
の
人
た
ち
に
理

解
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
固
有
名
詞
を
な
る
べ
く
一
般
名
詞
に
置

き
換
え
て
説
明
す
る
な
ど
、
そ
の
地
域
の
事
情
に
詳
し
く
な
い
人
で

も
利
用
可
能
な
形
に
情
報
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
層

の
地
域
研
究
の
成
果
を
第
三
層
に
即
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
域
研
究
は
三
つ
の
層
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
が
、

第
一
層
の
地
域
研
究
者
と
第
二
層
の
地
域
研
究
者
と
第
三
層
の
地
域

研
究
者
が
別
々
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
研
究
者
が
状
況
に
応
じ
て
第
一
層
か
ら
第
三
層
ま
で
の
地

域
研
究
を
使
い
分
け
て
研
究
や
教
育
を
行
っ
て
い
る
。
大
学
・
大
学

院
で
学
ん
で
地
域
研
究
者
に
な
っ
た
人
は
多
く
の
場
合
に
第
二
層
の

右
側
か
左
側
の
地
域
研
究
を
行
う
こ
と
で
研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩

み
始
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
研
究
・
教
育
環
境
な
ど
に
よ
っ
て
は
第

一
層
や
第
三
層
の
地
域
研
究
に
重
点
を
移
し
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。

3
学
説
史
を
作
る 

 

―
―
自
分
自
身
と
重
ね
て
事
例
を
捉
え
る

第
二
層
の
右
側
の
地
域
研
究
は
、
多
く
の
場
合
に
現
地
語
の
習
得

や
現
地
感
覚
の
涵
養
を
基
礎
に
研
究
を
進
め
る
た
め
、
修
業
の
過
程

で
は
そ
の
地
域
の
み
に
深
く
入
り
込
ん
だ
調
査
を
行
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
既
存
の
学
問
分
野
で
は
、
政
治
学
や
教
育
学
な
ど
の
よ
う

に
扱
う
分
野
を
限
定
し
て
他
の
事
例
と
の
比
較
が
可
能
に
な
る
よ
う

な
条
件
を
設
定
し
な
が
ら
事
例
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
が
、
こ
れ

に
対
し
て
地
域
研
究
で
は
、
既
存
の
学
問
分
野
の
蓄
積
を
踏
ま
え

て
、
そ
こ
か
ら
ど
の
方
向
に
研
究
を
発
展
さ
せ
た
い
の
か
、
そ
し
て

そ
の
際
に
既
存
の
学
問
分
野
の
作
法
で
は
ど
の
よ
う
な
制
約
を
受
け

る
の
か
を
自
覚
し
て
、
そ
の
制
約
を
乗
り
越
え
る
工
夫
を
し
な
が
ら

研
究
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
存
の
学
問
分
野
を

否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
既
存
の
学
問
分
野
と
ど
こ
ま
で
重
な
っ

て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
接
合
で
き
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

第
二
層
の
右
側
に
あ
た
る
地
域
研
究
者
に
は
、
デ
ー
タ
は
十
分
に

収
集
で
き
た
が
、
そ
れ
を
も
と
に
ど
の
よ
う
に
議
論
を
組
み
立
て
て

結
論
を
出
せ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
悩
む
人
が
い
る
。
デ
ー
タ
は

得
ら
れ
る
け
れ
ど
論
文
が
書
け
な
い
の
は
、
自
分
の
研
究
内
容
を
学

術
研
究
全
体
の
中
で
（
あ
る
い
は
社
会
の
中
で
）
う
ま
く
位
置
付
け

ら
れ
な
い
た
め
だ
ろ
う
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
自
分
の
研
究
と
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他
人
の
研
究
の
繋
が
り
が
十
分
に
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
地
域
研
究
で
は
、
と
り
わ
け
第
二
層
右
側
の
地
域
研

究
で
は
、
特
定
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
る
一
方
で
、
他
の
研

究
と
ど
の
よ
う
に
繋
げ
る
か
が
常
に
問
題
と
な
る
。

既
存
の
学
問
分
野
で
は
、
議
論
を
通
じ
て
そ
の
学
問
分
野
で
有
意

義
だ
と
認
め
ら
れ
た
考
え
方
の
一
式
が
学
説
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て

お
り
、
議
論
の
組
み
立
て
や
結
論
の
方
向
性
を
考
え
る
上
で
参
照
す

べ
き
も
の
が
す
で
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
地
域
研
究
に
は
そ
の
よ

う
な
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
学
説
が
明
確
に
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の

理
由
は
、
地
域
研
究
が
比
較
的
新
し
い
学
問
分
野
で
あ
る
こ
と
や
、

地
域
研
究
者
の
「
出
身
」
の
学
問
分
野
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
現
代
社
会
の
諸
課
題
を
研
究
対
象
と
す
る
研
究
が
多

い
た
め
に
学
説
と
し
て
固
ま
っ
た
も
の
を
取
り
出
し
に
く
い
こ
と
な

ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
地
域
研
究
で
は
学
説
の

「
賞
味
期
限
」
が
短
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
し
ろ
、
地
域
研
究
に
取
り
組
む
人
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

の
蓄
積
や
実
際
の
事
例
を
も
と
に
、
参
照
す
べ
き
議
論
や
結
論
の
方

向
性
を
自
分
で
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
の
方
法
に
は
、
ま
ず
先
行
研
究
の
蓄
積
か
ら
先
達
が
取

り
組
ん
で
き
た
課
題
を
読
み
解
く
方
法
が
あ
り
、
こ
れ
は
学
問
と
し

て
は
伝
統
的
な
方
法
に
属
す
る
。
ま
た
、
実
際
の
研
究
対
象
を
観
察

し
た
り
関
わ
っ
た
り
す
る
な
か
で
課
題
を
読
み
解
く
方
法
も
あ
る

し
、
現
実
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
経
験
を
積
ん
で
き
た
人
た
ち

と
協
力
す
る
こ
と
が
課
題
を
見
つ
け
る
上
で
の
有
効
な
入
口
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
ほ
か
に
も
、
自
然
科
学
と
人
文
社
会
科
学
の
知
見

を
接
合
し
た
り
情
報
技
術
を
活
用
し
た
り
す
る
こ
と
で
新
し
い
課
題

を
発
見
し
た
り
新
し
い
取
り
組
み
を
生
み
だ
し
た
り
す
る
方
法
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
層
右
側
の
地
域
研
究
で
は
、
自
分
の
研
究
対
象

の
地
域
や
事
例
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
苦
労
す

る
姿
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
地
域
や
事
例
に
つ
い
て
、
仮

に
他
の
研
究
者
が
あ
ま
り
積
極
的
な
意
義
を
見
出
し
て
い
な
い
と
し

て
も
、
現
実
に
そ
の
地
域
社
会
の
人
々
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
れ
ば
何
ら
か
の
意
義
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
て
、
そ
の
解

明
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
る
気
持
ち
は
十
分
理
解
で
き
る
。
そ
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
他
の
研
究
者
が
あ
ま
り
関
心
を
寄
せ
な
い
地
域

や
事
例
に
自
分
が
ど
う
し
て
も
引
き
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
理
由
を
突

き
詰
め
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
地
域
や
事
例
と
自
分
自
身
の
間
に

何
ら
か
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
地
域
や
事
例
が

気
に
な
る
の
は
、
そ
こ
に
自
分
自
身
が
潜
在
的
に
抱
え
る
課
題
が
投

影
さ
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
分
一
人

が
抱
え
て
い
る
課
題
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
か
し
た
ら

自
分
が
置
か
れ
て
い
る
地
域
性
や
時
代
性
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
う
ま
く
掴
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
特
定

の
地
域
や
事
情
の
研
究
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
一
般
的
な
意
義
を
見
出

し
、
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
研
究
者
の
個
性
が
研
究
結
果
に
反
映
さ

れ
て
し
ま
い
、
客
観
的
な
分
析
が
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
地
域
と
は
現
場
の
こ

と
で
あ
り
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
現
場
の
あ
り
方
は
異
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
同
じ
事
例
を
見
て
も
分
析
の
し
か
た
が
異
な
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
地
域
研
究
に
お
け
る
問
題
設
定
や
分
析
枠
組
の
良
し

悪
し
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
る
の
か
。
細
か
い
デ
ー
タ
を
積
み
上

げ
て
い
く
だ
け
で
は
答
え
は
出
な
い
。
問
題
設
定
や
分
析
枠
組
は
、

そ
の
事
例
が
置
か
れ
る
世
界
観
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
の
研
究
者
が

世
界
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
と
関
わ
っ
て
い
る
。
問
題
設
定
や
分
析

枠
組
の
良
し
悪
し
は
、
究
極
に
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
世
界
観
が
自

分
を
含
め
た
社
会
に
ど
の
よ
う
な
展
望
を
も
た
ら
す
か
に
よ
っ
て
評

価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

4
実
践
系
学
知 

 

―
―
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
磨
き
上
げ
る

第
二
層
左
側
は
、
既
存
の
学
問
分
野
の
基
礎
を
も
っ
て
特
定
地
域

を
対
象
に
研
究
す
る
地
域
研
究
で
あ
る
。「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
か
地
域

研
究
か
」
と
い
う
問
い
を
突
き
付
け
ら
れ
れ
ば
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
答

え
る
人
が
多
い
印
象
を
受
け
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
新
し
い

地
域
研
究
」
を
考
え
る
上
で
こ
の
問
い
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が

な
い
。

地
域
研
究
は
「
実
践
系
学
知
」
で
あ
る
。「
実
践
」
と
聞
く
と
、

紛
争
・
災
害
や
開
発
・
医
療
な
ど
の
現
場
で
学
術
研
究
の
成
果
が
実

務
者
に
役
立
て
ら
れ
る
場
面
を
想
像
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ

で
は
そ
れ
よ
り
も
広
い
意
味
で
「
実
践
」
を
捉
え
て
い
る
。

既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
的
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
の
枠
内
で
学
説
や
理
論
を
鍛
え
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
学

説
・
理
論
は
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
は
有
効
性
を
失
っ
て
い
な
い

が
、
現
実
世
界
の
事
象
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が
複
合
し
て
現
れ
る

た
め
、
現
実
世
界
の
営
み
を
分
析
・
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
、
既
存

の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
学
説
・
理
論
だ
け
で
は
十
分
に
対
応
で

き
な
い
部
分
が
出
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
も
世
の
中
の
変
化
に
応
じ
て
適
用
範
囲
を
広
げ
て
い
る
が
、
そ
の

速
度
は
世
の
中
の
変
化
よ
り
も
遅
い
た
め
、
既
存
の
学
説
・
理
論
で

十
分
に
対
応
で
き
な
い
部
分
を
分
析
・
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ

の
試
み
は
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
枠
か
ら
は
み
出
し
て
し

ま
い
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
か
ら
は
認
知
・
評
価
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
と
き
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
枠
内
に
留
ま
り
、

そ
こ
で
認
知
・
評
価
さ
れ
る
学
説
・
理
論
の
有
効
性
を
維
持
す
る
た

め
に
扱
う
事
例
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
、
現
実
世
界
の
特
定

の
事
例
を
分
析
・
記
述
す
る
た
め
、
必
要
で
あ
れ
ば
既
存
の
学
問
的

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
限
定
に
縛
ら
れ
ず
に
学
説
・
理
論
を
改
造
・
改
変
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し
よ
う
と
す
る
態
度
と
が
あ
り
う
る
。

前
者
は
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
身
を
置
い
て
、
そ
の

枠
内
で
認
知
・
評
価
さ
れ
る
言
語
で
対
象
を
分
析
・
記
述
す
る
と
い

う
態
度
で
、
そ
の
た
め
分
析
・
記
述
が
可
能
な
分
野
や
対
象
が
常
に

何
ら
か
の
限
定
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
と
い
う
態

度
で
あ
る
た
め
、「
限
定
系
学
知
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
後
者
は
、
現
実
世
界
の
特
定
の
事
例
を
分
析
・
記
述
す
る
と

い
う
学
術
的
実
践
を
通
じ
て
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
持
つ

分
野
や
対
象
の
限
定
性
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
そ

の
た
め
「
実
践
系
学
知
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
実
践
系
学
知
の
担

い
手
は
、
限
定
系
学
知
の
担
い
手
と
の
共
通
言
語
を
持
ち
に
く
く
な

る
こ
と
を
引
き
受
け
る
覚
悟
の
も
と
、
特
定
の
既
存
の
学
問
的
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
内
で
通
用
す
る
用
語
に
と
ら
わ
れ
な
い
態
度
を
取
ろ
う
と

す
る
。

「
限
定
系
学
知
」
と
「
実
践
系
学
知
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ

て
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
地
域
研
究
と
を
対
立
さ
せ
な

い
捉
え
方
が
可
能
に
な
る
。
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
担
い

手
は
「
限
定
系
学
知
」
と
「
実
践
系
学
知
」
の
二
つ
の
方
向
を
取
り

う
る
。
ま
た
、「
実
践
系
学
知
」
の
一
つ
の
あ
り
方
が
地
域
研
究
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
で
、
地
域
研
究
と
は
「
実
践
を
通
じ

て
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
理
論
・
学
説
の
有
効
性
を
高
め

よ
う
と
す
る
試
み
」
と
い
う
理
解
が
得
ら
れ
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
と
地
域
研
究
が
相
互
に
乗
り
入
れ
な
が
ら
発
展
す
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
地
域
研
究
」
と
い
う
呼

び
方
も
必
要
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
地
域
研
究
者
は
研
究
対
象

地
域
の
事
象
に
関
す
る
自
分
の
発
言
に
ど
こ
ま
で
責
任
を
負
う
か
と

い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
狭
義
の
地
域
研
究
者
で
あ
れ
広
義
の

地
域
研
究
者
で
あ
れ
、
研
究
対
象
地
域
に
関
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

こ
と
を
知
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ど
ん
な
に
対
象
地
域
の
こ
と
に
詳
し
い
地
域
研
究
者
で
も
、
得
ら
れ

る
デ
ー
タ
が
完
全
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
自
分
が
得
ら
れ
た

デ
ー
タ
の
範
囲
内
で
結
論
を
出
す
し
か
な
い
。

そ
れ
で
は
、
利
用
で
き
た
デ
ー
タ
に
研
究
者
が
意
図
し
な
い
偏
り

が
あ
り
、
そ
の
結
論
が
現
実
社
会
の
あ
り
方
と
大
き
く
異
な
っ
た
場

合
、
そ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
研
究
対
象
地
域
が
今
後
ど
う

な
る
の
か
を
予
測
す
る
こ
と
は
地
域
研
究
者
の
仕
事
で
は
な
い
し
、

得
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
適
切
な
方
法
で
得
ら
れ
た
結
論
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
が
結
果
と
し
て
現
実
社
会
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も

そ
の
研
究
者
は
免
責
さ
れ
る
と
す
る
主
張
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う

か
。
筆
者
は
そ
の
主
張
を
支
持
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
研
究
成
果

が
現
実
社
会
と
大
き
く
異
な
っ
た
と
き
に
そ
の
こ
と
を
恥
じ
な
い
態

度
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
研
究
者
が
今
後
行
う
主
張
は
そ
の
ま

ま
で
は
信
用
で
き
な
い
と
す
る
考
え
方
も
十
分
理
解
で
き
る
。
得
ら

れ
る
デ
ー
タ
に
は
限
り
が
あ
り
、
研
究
に
直
接
用
い
る
の
は
限
ら
れ
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た
デ
ー
タ
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
見
す
る
と
研
究
と
直
接
関

係
な
い
よ
う
な
情
報
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
に
照
ら
し
て
デ
ー
タ

の
妥
当
性
を
判
断
す
る
の
が
地
域
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
地
域

研
究
者
は
一
見
す
る
と
研
究
テ
ー
マ
と
直
接
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る

よ
う
な
も
の
ご
と
に
も
日
ご
ろ
か
ら
関
心
を
向
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
第
二
層
右
側
の
地
域
研
究
が
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
第
二
層
左
側
を
含
め
、
広
い
意
味
で
の
地
域
研
究
者
に

共
通
し
て
い
る
態
度
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

筆
者
は
、「
自
分
は
〇
〇
地
域
の
地
域
研
究
者
で
あ
る
」
と
表
明

す
る
こ
と
は
、
既
存
の
学
問
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
身
に
つ
け
て
い
る

か
ど
う
か
の
表
明
で
は
な
く
、
〇
〇
地
域
に
関
す
る
自
分
の
発
言
に

は
研
究
者
と
し
て
の
専
門
性
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
と
い
う
表
明
で

あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
政
治
学
者
や
教
育

学
者
が
同
時
に
地
域
研
究
者
で
も
あ
る
こ
と
に
は
ど
こ
に
も
不
自
然

な
こ
と
が
な
い
と
考
え
る
。「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
か
地
域
か
」
と
い
う

問
い
に
意
味
が
な
い
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

5
「
よ
り
よ
い
」
社
会
を
作
る 

 

―
―
研
究
者
と
研
究
対
象
が
地
続
き
に
あ
る
時
代

前
二
節
で
、
地
域
研
究
と
社
会
と
の
関
わ
り
に
力
点
を
置
い
た
記

述
を
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
し
ば
し
ば
問
わ
れ
る
の
が
、
地
域

研
究
者
は
「
よ
り
よ
い
」
社
会
の
あ
り
方
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
地
域
研
究
者

は
研
究
対
象
地
域
の
人
々
を
代
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

問
い
で
あ
る
。

地
域
研
究
に
は
現
実
世
界
の
諸
課
題
が
あ
ら
わ
れ
る
現
場
に
即
し

て
理
論
を
組
み
立
て
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
理
論
を
組
み
立
て
る

に
あ
た
っ
て
は
、
現
場
に
今
あ
る
課
題
を
克
服
す
る
た
め
の
展
望

や
、
よ
り
よ
い
対
応
に
つ
な
が
る
世
界
観
を
示
し
う
る
理
論
が
め
ざ

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
域
研
究
者
は
そ
の
地
域
の
当
事
者
で

は
な
い
た
め
、
そ
の
地
域
の
人
々
に
か
わ
っ
て
何
が
「
よ
り
よ
い
」

社
会
で
あ
る
か
を
決
め
る
立
場
に
な
く
、
特
定
地
域
に
つ
い
て
記
述

す
る
に
あ
た
っ
て
自
身
の
世
界
観
や
そ
の
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
や
展

望
を
ま
ぜ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
う
る
。
こ
の
議
論

は
、
普
遍
主
義
の
名
に
よ
る
地
域
社
会
へ
の
介
入
を
肯
定
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
地
域
社
会
の
固
有
性
を
尊
重
す
べ
き
な
の
か
と
い
う

議
論
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
そ
の
地
域
の
将
来
を

決
め
る
の
は
そ
の
地
域
の
人
々
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
研
究
者
は
地
域
に
と
っ
て
外
部
者
で
あ
り
、
研
究
者
が

「
よ
り
よ
い
」
社
会
像
を
語
る
こ
と
は
外
部
者
の
意
見
の
押
し
付
け

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
他
方
で
、
今
日
の
世
界
で
は
地
域

社
会
や
共
同
体
の
内
部
と
外
部
を
明
確
に
分
け
ら
れ
な
い
状
態
が
多

く
見
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
内
外
が
渾
然
と
し
た
状
況
で
「
場
」
を
共

有
す
る
人
々
の
間
で
共
通
の
理
解
を
ど
の
よ
う
に
作
る
こ
と
が
で
き
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る
か
と
い
う
課
題
が
切
実
に
な
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
ま
た
、
教

育
の
普
及
や
研
究
の
発
展
、
さ
ら
に
通
信
技
術
の
発
達
な
ど
の
た

め
、
も
は
や
研
究
者
と
研
究
対
象
社
会
の
関
係
が
一
方
的
な
「
研
究

（
観
察
）
す
る
人
」
と
「
研
究
（
観
察
）
さ
れ
る
人
」
の
関
係
と
し

て
は
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
も
あ
る
。
研
究
者
自

身
が
研
究
対
象
社
会
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
、
参
照
さ
れ
る
存
在
に

な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
研
究
者
も
社
会
を
構
成
す
る
一
要
素

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
研
究
者
は
研
究
対

象
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
別
の
時
空
間
に
い
る
の
で
は
な
く
、
両

者
は
地
続
き
の
場
に
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
特
に
明
確
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
が
紛
争
や
災
害
へ

の
対
応
の
現
場
で
あ
る
。
人
道
上
の
危
機
の
現
場
で
は
、
そ
の
地
域

の
内
外
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を

抱
え
て
緊
急
支
援
や
復
興
過
程
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は

誰
が
内
部
者
で
誰
が
外
部
者
か
を
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
意
味
を
持

た
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
立
場
の
人
々
が

「
よ
り
よ
い
」
社
会
像
を
提
示
し
あ
う
こ
と
を
通
じ
て
「
よ
り
よ

い
」
社
会
像
が
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
研
究
者
が
提
示
す
る
社
会

像
は
そ
の
よ
う
な
社
会
像
の
一
つ
で
し
か
な
く
、
そ
れ
ら
の
「
よ
り

よ
い
」
社
会
像
の
中
で
研
究
者
が
提
示
す
る
も
の
が
特
権
的
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。

地
元
の
文
脈
を
無
視
し
て
外
部
か
ら
規
範
的
な
「
よ
り
よ
い
」
社

会
像
を
持
ち
込
む
方
法
が
有
効
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
地
域

研
究
者
は
は
じ
め
か
ら
特
定
の
価
値
に
基
づ
い
て
地
元
の
文
脈
を
無

視
し
て
理
論
を
組
み
立
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
域
研
究
者
が

現
場
か
ら
理
論
を
組
み
立
て
る
と
い
う
の
は
、
現
場
に
い
る
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
の
人
々
の
考
え
を
聞
い
て
ま
わ
り
な
が
ら
、
立
場
の
異
な

る
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
克
服
で
き
る
よ
う
な
社
会
像
を
つ
く

り
あ
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上

で
、
ま
た
、
そ
う
は
言
っ
て
も
自
覚
し
な
い
う
ち
に
研
究
者
が
何
ら

か
の
権
威
を
背
負
わ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
承

知
し
た
上
で
、
地
域
研
究
者
と
し
て
の
専
門
性
と
自
ら
の
良
心
に
照

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
自
分
が
「
よ
り
よ
い
」
と
考
え
る
社
会
像
を

積
極
的
に
提
示
し
て
か
ま
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
常
に
慎
重
さ
を
忘

れ
ず
に
、
地
域
（
現
場
）
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
の
が
「
新

し
い
地
域
研
究
」
で
あ
る
。

6
国
境
あ
る
専
門
性
？ 

 

―
―
自
分
の
社
会
の
問
題
に
ど
う
臨
む
か

地
域
の
専
門
家
で
あ
る
地
域
研
究
者
は
、
研
究
対
象
地
域
が
危
機

や
困
難
に
直
面
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の

か
。
ま
た
、
そ
の
と
き
に
発
揮
さ
れ
る
地
域
研
究
の
専
門
性
と
は
何

か
。
こ
の
問
い
は
、
研
究
対
象
地
域
と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
研
究

を
行
っ
て
い
る
地
域
研
究
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
問
わ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
い
へ
の
対
応
を
通
じ
て
研
究
テ
ー
マ
を
広
げ
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て
い
っ
た
地
域
研
究
者
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
顕
著

に
見
ら
れ
た
の
が
二
〇
〇
四
年
一
二
月
の
イ
ン
ド
洋
津
波
（
ス
マ
ト

ラ
沖
地
震
・
津
波
）
だ
っ
た
。
こ
の
災
害
を
契
機
に
、
非
政
府
組
織

（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
な
ど
の
人
道
支
援
団
体
と
緊
密
な
関
係
を
築
く
な
か
で

地
域
研
究
の
専
門
性
を
磨
こ
う
と
す
る
試
み
や
、
災
害
対
応
を
地
域

研
究
と
し
て
行
お
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日

で
は
そ
の
中
か
ら
「
災
害
対
応
の
地
域
研
究
」
が
形
作
ら
れ
つ
つ
あ

る
。こ

れ
に
対
し
、
地
域
研
究
者
は
自
分
の
研
究
対
象
地
域
で
は
な
く

自
分
が
所
属
す
る
社
会
が
危
機
や
困
難
に
直
面
し
て
い
る
と
き
に
ど

の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
い
も
成
り
立
つ
。
こ
の
問
い
の
背

景
に
は
、
地
域
研
究
者
は
特
定
の
地
域
に
つ
い
て
の
専
門
家
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
専
門
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
研
究
対
象
地
域

に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
の
問
い
が
も
っ
と
も
切

実
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
地
域
研
究
者
が
所
属
す
る
社
会
が
深

刻
な
危
機
や
困
難
に
直
面
し
た
と
き
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
三
月
に

発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
伴
う
津
波
や
原
発
事
故
を
含
む

未
曾
有
の
被
害
は
、
多
く
の
地
域
研
究
者
に
と
っ
て
、
自
身
の
専
門

性
が
自
分
の
社
会
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
役
に
立
ち
う
る
か
を
自
問

す
る
も
の
と
な
っ
た
。
実
際
に
採
ら
れ
た
対
応
に
は
、
一
市
民
と
し

て
自
分
が
所
属
す
る
社
会
の
問
題
に
関
わ
る
あ
り
方
と
と
も
に
、
地

域
研
究
と
い
う
専
門
性
を
持
つ
研
究
者
と
し
て
、
そ
の
専
門
性
を
踏

ま
え
た
関
わ
り
方
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。

ま
ず
、
多
く
の
地
域
研
究
者
が
得
意
と
す
る
現
地
語
の
能
力
を
利

用
し
て
、
日
本
語
に
よ
る
情
報
収
集
が
困
難
な
被
災
者
に
対
す
る
多

言
語
で
の
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
り
、
国
外
か
ら
の
支
援
者

と
日
本
社
会
の
被
災
地
・
被
災
者
と
の
繋
ぎ
役
と
な
っ
た
り
す
る
こ

と
が
見
ら
れ
た
。
被
災
地
域
社
会
に
お
け
る
記
憶
や
記
録
の
保
全
に

お
い
て
も
、
史
資
料
や
行
政
文
書
な
ど
の
情
報
資
源
の
共
有
化
を
進

め
て
き
た
地
域
研
究
の
専
門
性
が
発
揮
さ
れ
た
。

ま
た
、
復
興
過
程
に
お
い
て
地
域
研
究
者
と
し
て
の
専
門
性
を
生

か
す
関
わ
り
方
も
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
は
被
害
の
規
模
が
非
常
に

大
き
く
、
直
接
の
被
災
地
以
外
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
災
害
と

な
っ
た
。
復
興
を
考
え
る
上
で
は
、
被
災
前
の
状
態
に
戻
す
復
旧
で

は
な
く
、
被
災
地
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
を
含
め
た
社
会
全
体
の

あ
り
方
を
再
編
す
る
よ
う
な
創
造
的
復
興
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
際

に
は
、
東
北
地
方
や
日
本
だ
け
で
復
興
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
東

ア
ジ
ア
地
域
や
世
界
全
体
に
お
け
る
日
本
や
そ
の
中
で
の
東
北
地
方

の
位
置
づ
け
を
見
直
す
視
点
が
不
可
欠
と
な
る
。
主
に
国
外
の
諸
地

域
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
地
域
研
究
者
は
、
自
ら
の
研
究
対
象
を

世
界
に
ど
う
位
置
づ
け
、
そ
の
位
置
づ
け
の
中
で
研
究
対
象
地
域
と

日
本
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、

地
域
研
究
者
と
し
て
の
専
門
性
を
深
め
る
こ
と
で
復
興
過
程
に
貢
献

し
う
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、「
研
究
対
象
地
域
以
外
の
社
会
の
問
題
に
ど
う
臨
む
の

か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
地
域
研
究
コ
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ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
主
催
で
行
わ
れ
た
「
地
域
の
知
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
中
東
か
ら
変
わ
る
世
界
」
の
例
が
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

は
、
中
東
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
ス
ラ
ブ
研
究
者
や
中
国
研
究
者
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
を
専
門
と
す
る
地
域
研
究
者
が
集
ま
っ
て
「
ア

ラ
ブ
の
春
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
は
、
中
東
地
域
に
お
け

る
政
変
の
意
味
や
影
響
だ
け
で
な
く
、
そ
の
世
界
の
各
地
域
に
お
け

る
意
味
や
影
響
の
検
討
を
通
じ
て
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
世
界
史
的

な
意
義
が
検
討
さ
れ
た
。
あ
る
地
域
で
生
じ
た
こ
と
が
他
地
域
の

人
々
に
参
照
さ
れ
、
異
な
る
時
期
に
異
な
る
地
域
で
起
こ
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
も
何
ら
か
の
繫
が
り
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。

個
々
の
地
域
研
究
者
は
特
定
の
研
究
対
象
地
域
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
す

る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め
地
域
を
超
え
て
議
論
す
る
に
は
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
が
必
要
だ
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
で
得
ら
れ
た
知
見
を
地
域
研
究
者
が
他
の
地
域
や
分
野

の
専
門
家
に
伝
わ
る
形
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

研
究
ど
う
し
で
地
域
を
超
え
た
議
論
を
通
じ
て
世
界
像
を
描
く
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
第
一
層
の
地
域
研
究
の
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
。

7
「
地
域
の
知
」 

 

―
―
情
報
に
語
ら
せ
た
い
の
か
、
人
間
が
語
る
の
か＊

2

い
ま
ま
さ
に
目
の
前
で
展
開
し
て
い
る
事
態
に
対
し
て
、
学
術
研

究
は
何
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。「
い
ま
ま
さ
に
目
の
前
で
展

開
し
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
事
態
が
流
動
的
で
あ
る
た
め
、

断
片
的
な
情
報
し
か
手
に
入
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
安
易
に
何

ら
か
の
判
断
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
が
学
術
研
究
の
と

る
べ
き
立
場
だ
ろ
う
。
一
時
の
感
情
に
流
さ
れ
ず
、
目
の
前
で
生
じ

て
い
る
出
来
事
か
ら
時
代
や
地
域
を
超
え
て
も
成
り
立
つ
部
分
と

「
今
回
限
り
」
で
生
じ
て
い
る
部
分
と
を
慎
重
に
切
り
分
け
、
そ
れ

を
も
と
に
長
期
的
な
対
策
を
考
え
る
と
い
う
の
が
多
く
の
学
術
研
究

が
と
る
立
場
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
厳
密
な
デ
ー
タ
を
も
と
に
時
間
を
か
け
て
慎
重
に
原
理

を
導
き
出
し
て
も
、
原
理
が
わ
か
っ
た
だ
け
で
は
目
の
前
で
展
開
し

て
い
る
事
態
に
は
直
接
の
役
に
立
た
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

断
片
的
な
情
報
し
か
手
に
入
ら
な
い
状
態
で
も
な
お
可
能
な
範
囲
で

何
ら
か
の
判
断
を
下
せ
る
の
が
学
術
研
究
の
専
門
性
だ
と
い
う
考
え

方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
も
し
研
究
者
が
こ
れ
を
軽
い
気
持
ち

で
行
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
先
人
た
ち
が
厳
密
な
方
法
に
よ
り
積
み

上
げ
て
き
た
学
術
研
究
へ
の
信
頼
を
失
い
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
い

ま
ま
さ
に
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
デ
ー
タ
が
足

り
な
い
の
で
何
も
言
え
な
い
」
と
言
う
だ
け
で
は
、
学
術
研
究
も
ま

た
社
会
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
へ
の
自
覚
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

ま
た
、
い
く
ら
デ
ー
タ
を
厳
密
に
し
て
時
間
を
か
け
て
分
析
し
た

と
し
て
も
、
想
定
外
の
事
態
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
高
さ
一
〇

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
津
波
に
襲
わ
れ
る
こ
と
や
、
中
東
で
民
主
化
運
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動
が
起
こ
っ
て
長
期
政
権
が
倒
さ
れ
る
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
に

と
っ
て
想
定
外
の
こ
と
だ
っ
た
。
自
然
現
象
で
も
社
会
現
象
で
も
想

定
外
の
事
態
が
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
す
る
必
要
が

あ
る
。

地
域
研
究
は
、
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
限
ら
れ
た
時
間
の

う
ち
に
、
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
に
対
し
て
何
ら
か
の
判
断

を
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
態
度
で
あ
る
。
地
域
研
究
者
は
、
想
定

外
の
事
態
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
課
題
に
日
常
的
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
地
域
研
究
者
は
当
て
ず
っ
ぽ
う
や
勘
に
頼
っ
て

判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
方
法
に
よ
り
、
限
ら

れ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
限
ら
れ
た
時
間
の
う
ち
に
判
断
し
て
も
大
き

く
間
違
わ
な
い
よ
う
な
訓
練
を
積
ん
で
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
日
ご
ろ
の
基
礎
研
究
を
疎
か
に
し
な
い
こ
と
だ
。

い
つ
も
目
の
前
の
事
態
に
目
を
奪
わ
れ
て
ば
か
り
い
て
は
、
時
間
や

空
間
の
広
が
り
の
な
か
に
事
態
を
置
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
。
そ
の
た
め
地
域
研
究
者
は
、
語
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

歴
史
・
地
理
や
哲
学
な
ど
を
含
む
基
礎
研
究
を
日
頃
か
ら
十
分
に

行
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
情
報
技
術
の
利
用
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
大
量
の

情
報
を
早
く
処
理
し
、
し
か
も
視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る

技
術
が
発
達
し
て
き
て
い
る
。
一
人
の
研
究
者
が
一
度
に
扱
え
る
情

報
量
に
限
度
が
あ
り
、
そ
の
た
め
見
落
と
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
あ
る
い
は
、
研
究
対
象
が
現
実
の
社
会
で
あ
る
た
め
、
安
易
に

「
実
験
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
情
報
技

術
を
う
ま
く
利
用
す
れ
ば
、
人
間
の
頭
だ
け
で
考
え
て
い
て
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
、
情
報
技
術
が
発
達
す
れ
ば
す
べ
て
う
ま
く
い
く
わ
け
で

は
な
い
。
一
つ
の
問
題
は
、
扱
う
情
報
量
が
増
え
す
ぎ
る
こ
と
だ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
大
量

の
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
自
体
が
情
報

を
増
や
す
こ
と
に
な
る
。
以
前
な
ら
ば
情
報
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ

た
も
の
も
情
報
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
だ
。
し
た
が
っ

て
、
大
量
の
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と

し
て
、
重
要
性
が
低
い
大
量
の
情
報
の
な
か
に
真
に
重
要
な
情
報
が

埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
雑
多
な
情
報
の
中
か
ら
貴
重
な
情

報
を
ど
の
よ
う
に
よ
り
分
け
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
よ
り
根
本
的
な
の
は
、
情
報
を
大
量
に
集
め
て
適
切
な
シ

ス
テ
ム
を
作
れ
ば
情
報
を
入
れ
た
だ
け
で
自
動
的
に
答
え
が
出
て
く

る
シ
ス
テ
ム
が
作
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
。
別
の
言
い
方
を
す
れ

ば
、
情
報
を
大
量
に
集
め
て
適
切
な
解
析
シ
ス
テ
ム
を
作
れ
ば
、
地

域
の
専
門
家
に
よ
る
解
説
な
し
に
誰
で
も
そ
の
情
報
か
ら
意
味
が
あ

る
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ど
れ
だ
け

情
報
を
集
め
て
ど
れ
だ
け
す
ぐ
れ
た
解
析
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
た
と
し

て
も
、
や
は
り
そ
の
地
域
の
専
門
家
で
な
け
れ
ば
内
容
と
意
味
を
読

み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

地
域
の
専
門
家
な
し
に
デ
ー
タ
だ
け
で
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な
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「
デ
ー
タ
が
語
る
」
シ
ス
テ
ム
の
設
計
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
情
報

技
術
の
発
達
の
た
め
に
意
義
が
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
完
成
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
世
の
中
に
は
常
に
「
想
定
外
」
の
で
き
ご
と
が
あ

る
た
め
だ
。
そ
の
た
め
、
最
初
に
す
べ
て
の
事
態
を
想
定
し
た
う
え

で
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
個
別
に
検
討
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
不
完

全
な
が
ら
も
い
ま
目
の
前
に
あ
る
も
の
か
ら
処
理
（
分
析
）
し
て
い

き
、
処
理
（
分
析
）
し
な
が
ら
シ
ス
テ
ム
を
作
り
直
し
て
い
く
と
い

う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
情
報
技
術
の
発
達
を
利
用
す
る
に
は
、
適
切
な
情

報
を
収
集
・
整
理
し
て
提
示
す
る
技
術
と
と
も
に
、
そ
れ
を
読
み
解

く
力
も
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
現
代

世
界
を
読
み
解
く
方
法
が
「
地
域
の
知
」
で
あ
る
。「
地
域
の
知
」

は
、
在
地
の
人
々
が
知
っ
て
い
る
が
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
知
恵
な

ど
研
究
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
込
め
ら
れ
、
そ
の
定
義
は

十
分
に
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、「
新
し
い
地
域
研
究
」
と
の
関
連
に

お
い
て
は
、
特
定
の
地
域
社
会
に
根
差
し
た
情
報
で
あ
る
と
と
も

に
、
そ
れ
が
時
代
や
地
域
や
専
門
性
を
超
え
て
伝
わ
る
形
に
な
っ
た

も
の
が
「
地
域
の
知
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
「
現
地
語
な
し
の
地

域
研
究
」
な
ど
を
通
じ
て
形
作
ら
れ
、
地
域
研
究
と
情
報
学
が
融
合

し
た
地
域
情
報
学
に
よ
っ
て
地
域
を
超
え
て
広
く
共
有
化
さ
れ
る
も

の
と
な
り
う
る
。

紛
争
や
災
害
な
ど
、
い
ま
ま
さ
に
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態

に
対
し
て
、
情
報
技
術
の
助
け
を
借
り
て
、
暫
定
的
な
が
ら
も
何
ら

か
の
結
論
を
出
し
続
け
る
こ
と
は
、
目
の
前
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態

に
対
す
る
解
決
の
道
を
探
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
と
と
も
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
・
業
種
の
専
門
家
と
の
連
携
を
通
じ
て
「
地
域
の
知
」

を
作
り
出
し
、
想
定
外
の
事
態
に
対
応
す
る
学
術
研
究
と
し
て
の
地

域
研
究
の
方
法
を
磨
く
と
い
う
意
義
も
あ
る
。

◉
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１ 
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ら
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Ａ
Ｓ
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西
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。
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世
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。
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