
政
治
区
画
の
歴
史
地
理

序

広
く
展
開
す
る
地
域
社
会
は
、

そ
れ
ぞ
れ
人
と
土
地
と
の
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
営
ま
れ
、

お
の
お
の
異
な

っ
た
地
域
性
が
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、
政
治
的
組
織
体
と
し
て
一
定
領
域
の
広
が
り
を
も
っ
た
も
の
で
、

そ
れ
ら

の
異
な
っ
た
政
治
的
組
織
体
の
聞
に
は

「
境
界
」
が
設
げ
ら
れ
て
い
る
。

ラ
ッ
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
境
界
と
は
異
な
っ
た
内
容
の
地
域
問
、

あ
る
い
は
統
一
的
な
地
域
聞
の

「
さ
か
い
」
を

現
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
さ
か
い
」

は
、
政
治
的
境
界
で
あ
り
、

一
つ
の
政
治
地
域
の

「
は
て
」

ま
た
は

「
き
わ
」

で
、
他
の
政
治

地
域
の
そ
れ
と
相
接
し
て
い
る
が
、

と
の
場
合
の
政
治
地
域
は
一
般
に
国
家
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、

一
つ
の

主
権
国
家
内
の
州
・
都
道
府
県
・
郡
・
市
町
村
や
、
古
く
は
里
(
郷
)

-
荘
園
・
藩
・
国
な
ど
を
支
配
し
て
い
る
土

地
の
限
界
、

そ
の
相
互
間
の
境
界
が
地
理
学
で
言
う
政
治
的
境
界
で
あ
り
、

一
定
の
政
治
的
場
所
を
「
く
ぎ
る
」
意

味
の一

つ
の
政
治
区
画
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、

「
政
拍
区
画
」

で
も
あ
る
。

い
く
つ
か
の
指
標
を
設
け
て
検
討
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ

り

そ
の
場
合
ハ

l
ツ
ホ

l
ン
に
よ
れ
ば
、
地
域
社
会
の
伝
統
・
構
造
・
機
能
に
観
点
を
お
く
と
し
て
い
る
。

1 

境
界
に
も
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

(
H
J
o
E
ぽ
叶
)
的
な
も
の
、

す
な
わ
ち
マ
ク
ル
の
境
界
総
合
帯
(
の

H
g
N
m
R
E〉
的
な



2 

も
の
か
ら
、
各
政
治
組
織
体
相
互
間
の
支
配
が
し
だ
い
に
確
立
し
て
行
く
に
従
い
パ
シ
ダ
リ

l
(回

0
5皆
同
己
化
し

て
行
く
傾
向
も
あ
り
、

こ
と
に
歴
史
地
理
学
が
重
視
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。

わ
が
国
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
封
建
時
代
に
は
藩
界
・
国
界
な
ど
に
つ
い
て
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
考

え
方
に
劣
ら
な
い
優
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
岩
田
孝
三
先
生
の

「
境
界
政
治
地
理
」
な
ど
の
著
者
か
ら
も
理
解

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
「
政
治
区
画
の
歴
史
地
理
」
刊
行
は
、
誠
に
意
義
深
く
時
宜
に
適
し
た
も
の
で
、

し
か

も
わ
が
国
歴
史
地
理
学
会
の
諸
権
威
に
よ
る
優
れ
た
研
究
成
果
を
集
め
た
も
の
と
し
て
推
奨
し
う
る
。

な
お
、
本
書
上
梓
に
あ
た
っ
て
は
財
団
法
人
畠
山
文
化
財
団
か
ら
多
額
の
助
成
金
を
賜
わ
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て

謝
意
を
表
す
る
。
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