
創
立
ニ

O
周
年
記
念
特
別
講
演

歴
史
地
理
学
の
伝
統
と
課
題

|
|
中
園
地
理
学
史
よ
り
ア
ジ
ア
地
域
の
課
題
に
及
ぶ

l
l

米

倉

良日

序
歴
史
地
理
学
会
は
第
二

O
回
(
昭
和
五
二
年
度
)
大
会
を
広
島
大
学
で
開
催
し
た
。
こ
の
小
稿
は
大
会
記
念
講
演
の
草
案
に
多
少
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
。

歴史地理学の伝統と課題

さ
て
今
年
度
大
会
の
シ
シ
ポ
ジ
ウ
ム
課
題
は
「
再
び
歴
史
地
理
学
の
本
質
と
方
法
」
と
「
村
落
の
歴
史
地
理
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
小
稿
は
こ
れ
ら
の
課
題
に
関
連
し
て
、
や
や
側
面
か
ら
卑
見
を
述
べ
大
方
の
叱
正
を
仰
が
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

課
題
の
前
者
に
つ
い
て
は
本
学
会
の
発
足
に
当
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
成
果
は
紀
要
の
一
・
こ
に
収
録
さ
れ
て
い

るハ
1
〉(
2
〉
。
そ
し
て
歴
史
地
理
学
の
伝
統
や
学
風
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
に
つ
い
て
福
井
好
行
、

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
水
津
一
朗
、

フ
-
フ
ン

ス
に
つ
い
て
菊
池
一
雅
、
谷
阿
武
雄
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
藤
岡
謙
二
郎
、

ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
辻
田
右
左
男
の
諸
氏
に
よ
る
紹
介
や
論

評
が
行
わ
れ
た
。

7 

し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
歴
史
地
理
学
の
源
流
と
も
い
う
べ
き
中
国
に
お
け
る
地
理
学
の
伝
統
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か



っ
た
。
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も
っ
と
も
東
洋
地
理
学
史
全
般
に
つ
い
て
は
海
野
一
隆
ハ
ろ
に
よ
り
簡
明
な
概
観
が
行
わ
れ
、
筆
者
も
旧
著
〈
4
〉(
5
〉
で
関
説
し
た
こ
と
が

あ
る
が
欧
米
の
地
理
学
史
に
比
べ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
す
く
な
い
の
で
重
複
の
嫌
い
が
あ
る
が
中
国
に
お
け
る
地
理
学
の
伝
統
を
尋

ね
、
わ
が
国
に
お
け
る
地
理
学
殊
に
歴
史
地
理
学
の
発
達
へ
の
影
響
を
明
か
に
し
、

つ
い
で
斯
学
の
当
面
す
る
諸
課
題
に
及
ぶ
こ
と
と
し

R

-

、。

品
ム
ド
盲
L
V一

、
中
園
地
理
学
の
伝
統
と
そ
の
影
響

漢
民
族
の
地
理
的
古
典
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
再
貢
に
対
し
て
、

は
じ
め
て
近
代
地
理
学
の
立
場
か
ら
解
説
を
試
み
た
の
は
り
ヒ
ト

ホ

l
フ
ェ
ン
ハ
主
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
奇
怪
の
書
と
し
て
儒
家
に
よ
っ
て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
山
海
経
を
と
り
あ
げ
、

こ
れ
を

高
貢
と
比
較
し
て
中
国
に
お
け
る
地
理
的
認
識
の
発
展
を
正
し
く
論
断
し
た
の
は
小
川
琢
治
(
7
〉
で
、
中
国
の
歴
史
地
理
の
科
学
的
研
究

が
こ
こ
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

再
貫
は
夏
の
高
王
が
山
川
原
野
を
治
め
て
天
下
を
安
定
し
た
と
い
う
説
話
の
形
で
天
下
を
九
州
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
性

ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
オ
ク
ラ
フ
イ

を
筒
潔
に
の
ベ
た
国
家
地
理
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
理
的
知
識
が
纏
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
成
立
が
や
や
下
り
、
ま
た
優
れ
た

地
理
家
の
子
に
な
っ
た
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。

漢
代
有
名
な
史
記
の
著
者
司
馬
遷
は
、
河
渠
書
の
中
で
そ
の
踏
破
し
た
四
至
を
示
し
て
い
る
が
、
南
は
庫
山
に
登
り
、
会
稽
・
姑
蘇

(
今
日
の
蘇
州
)
に
至
っ
て
お
り
、

つ
ま
り
現
在
の
揚
子
江
流
域
に
及
び
、
北
は
竜
円
か
ら
朔
方
す
な
わ
ち
黄
河
の
中
流
部
を
経
て
蒙
古
高

原
の
一
部
に
及
び
、
東
は
黄
河
下
流
域
の
諸
支
流
を
見
、
西
は
萄
の
眠
山
、
眠
江
の
渓
を
の
ぞ
ん
だ
と
い
い
、
華
南
を
除
き
当
時
の
漢
民



族
の
勢
力
圏
の
辺
境
ま
で
至
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
歴
史
叙
述
は
臨
場
性
に
富
み
、
ま
た
地
域
の
特
性
に
つ
い
て
人
文
地
理
的
記

載
を
行
っ
て
い
る
。
史
記
は
ヘ
ロ
ド
タ
ス
の
ヒ
ス
ト
リ
ア
イ
と
と
も
に
史
書
で
あ
る
と
と
も
に
地
理
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

瑳
固
を
長
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
漢
書
は
史
記
の
体
裁
を
受
継
い
た
が
、
新
に
地
理
志
と
い
う
章
を
設
け
て
、
当
時
の
国
郡
に
つ
い
て
、

そ
の
戸
口
の
統
計
、
管
内
諸
県
名
な
ど
を
書
き
上
げ
た
。
こ
れ
以
後
の
中
国
の
正
史
に
は
地
理
志
又
は
州
郡
志
な
ど
の
名
で
歴
代
の
政
治

地
理
的
記
載
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

再
貢
か
ら
歴
代
正
史
の
地
理
志
に
至
る
全
国
の
総
志
と
と
も
に
既
に
漢
代
か
ら
陪
代
に
か
け
て
各
地
方
の
地
志
が
編
纂
さ
れ
た
。
た
と

え
ば
二
世
紀
頃
慮
植
が
巽
州
風
土
記
を
著
し
た
と
い
う
。
陪
書
経
籍
志
に
よ
れ
ば
「
大
業
中
(
七
世
紀
初
)
天
下
諾
郡
に
詔
し
て
、
そ
の

風
俗
物
産
地
図
を
条
し
、
尚
書
に
上
ら
し
む
。
故
に
惰
代
諸
国
物
産
土
俗
記
一
百
三
十
一
巻
、
区
宇
図
志
一
百
三
十
九
巻
、
諸
国
図
経
一

百
巻
あ
り
」
と
あ
る
。

わ
が
風
土
記
は
、
大
陸
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
地
志
を
模
本
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
体
裁
と
も
に
そ
れ
に
従
っ
た
も
の
で
あ
っ

歴史地理学の伝統と課題

た
。
大
陸
に
お
け
る
地
方
志
編
纂
の
主
目
的
が
地
方
政
治
に
資
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
地
方
官
が
自
己
の
治
績
を

誇
示
す
る
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

先
の
山
海
経
と
前
後
し
て
水
経
と
い
う
黄
河
中
下
流
平
野
の
河
川
を
中
心
と
す
る
書
物
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
時
を
経
て
読
み
難

く
な
っ
て
い
た
の
を
北
説
(
五
世
紀
頃
)

の
都
道
元
が
注
を
作
っ
た
。
す
な
わ
ち
水
経
注
で
中
国
で
は
高
貢
と
並
ん
で
、
氷
く
地
理
学
の
原

典
と
さ
れ
て
き
た
。
道
元
は
華
北
各
州
の
地
方
官
と
し
て
厳
政
令
一
行
う
聞
に
水
経
注
を
作
っ
た
と
い
う
宮
)
。

唐
代
海
内
華
夷
図
と
い
う
縮
尺
百
五
十
万
分
の
一
の
中
国
中
心
の
大
地
図
と
古
今
郡
国
道
県
四
夷
述
そ
の
他
の
地
理
書
を
述
作
し
た
買

9 

は
遂
に
宰
相
と
も
な
っ
た
。
ま
た
唐
の
元
和
八
年
(
入
一
三
年
)

に
奉
ら
れ
た
一
元
和
郡
県
図
志
は
同
じ
く
宰

耽
(
七
三

O
I八
O
五
年
)
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相
李
吉
甫
の
遷
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
中
国
で
は
政
治
家
で
地
理
学
者
が
多
く
輩
出
し
た
。
わ
が
国
で
は
時
代
は
遥
か
に

下
る
が
新
井
白
石
や
近
藤
守
重
な
ど
や
や
こ
れ
に
近
い
経
歴
と
い
う
べ
き
か
。
思
う
に
唐
末
と
江
戸
時
代
末
期
は
と
も
に
辺
境
に
異
民
族

の
圧
力
が
高
ま
っ
た
時
で
、
こ
れ
に
関
心
を
も
っ
た
地
理
家
が
経
世
の
才
を
も
振
う
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

宋
代
こ
と
に
南
宋
以
降
、
漢
民
族
は
軍
事
的
政
治
的
に
は
塞
外
諸
民
族
に
圧
迫
さ
れ
て
南
方
に
偏
安
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

が
、
限
ら
れ
た
生
活
空
間
に
お
け
る
社
会
経
済
の
発
展
は
却
っ
て
著
し
く
、
地
誌
の
内
容
も
伝
統
の
政
治
地
理
志
の
他
に
地
域
の
文
学
な

ど
を
も
加
え
て
多
彩
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
明
清
代
に
も
受
継
が
れ
た
。

わ
が
鎖
国
下
の
江
戸
時
代
も
文
運
が
復
興
し
て
各
藩
で
地
誌
の
編
纂
が
相
継
い
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
際
も
、
そ
の
初
期
、
範
と
し
た
の

は
大
明
一
統
志
な
ど
で
や
は
り
中
園
地
誌
の
影
響
を
受
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

中
国
で
は
清
末
か
ら
民
国
に
か
け
て
の
国
事
多
難
な
時
代
に
も
地
誌
の
重
修
・
新
修
が
行
わ
れ
、
天
下
の
州
県
で
地
誌
の
備
え
が
な
い

所
は
む
し
ろ
す
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
わ
が
東
洋
文
庫
に
架
蔵
さ
れ
る
中
園
地
志
は
昭
和
十
年
の
目
録
で
二
五

O
O部
五
万
巻
に
達
し

て
い
る
官
〉
。
天
理
図
書
館
の
二
四

O
O種
は
東
洋
文
庫
の
そ
れ
と
重
複
す
る
も
の
あ
る
が
比
較
的
最
近
の
刊
本
が
蒐
集
さ
れ
て
い

る
白
〉
。
中
国
方
志
研
究
者
朱
土
嘉
に
よ
れ
ば
中
国
方
志
の
総
数
は
六
千
種
十
万
巻
に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

中
国
は
畏
い
歴
史
を
持
ち
、
同
一
の
場
所
で
も
時
代
に
よ
っ
て
、

し
ば
し
ば
そ
の
地
名
を
変
え
た
場
合
が
多
い
。
そ
れ
で
史
書
を
読
む

た
め
に
必
要
な
地
名
辞
書
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
明
末
清
初
、
顧
祖
国
が
著
し
た
読
史
方
輿
紀
要
は
そ
の
代
表
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
れ
は
わ
が
吉
田
東
伍
の
大
日
本
地
名
辞
書
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
歴
史
地
理
学
を
史
学
の
伴
女
た
ら
し
め

た
も
の
と
見
ら
れ
得
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
沿
草
地
理
と
し
て
の
記
述
の
方
式
は
、
読
み
方
に
よ
っ
て
現
在
の
地
理
の
変
選
史
的
考
察
と
し

て
役
立
ち
、
本
格
的
な
歴
史
地
理
学
の
資
料
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。



地
志
と
地
図
と
は
地
域
認
識
の
手
段
と
し
て
相
補
う
関
係
で
編
纂
さ
れ
て
き
た
。
中
国
に
お
け
る
地
図
の
先
艇
は
晋
代
の
義
秀
(
二
一
一

四
J
二
七
一
年
)
の
再
貢
地
域
図
に
求
め
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
図
は
失
わ
れ
て
い
る
が
作
製
の
過
程
は
晋
警
護
秀
伝
に
詳
し
く
、

こ
れ
は
百
里
を
一
寸
に
縮
図
し
た
百
五
十
万
分

(
又
は
百
八
十
万
分
)

一
図
で
あ
っ
て
(
息
、

前
述
買
耽
の
海
内
華
夷
図
な
ど
そ
の
図
形

を
引
継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
下
の
総
図
が
編
纂
さ
れ
る
た
め
に
は
各
州
県
の
地
図
や
さ
ら
に
大
縮
尺
の
地
方
図
が

作
製
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
班
田
図
は
こ
の
よ
う
な
大
陸
に
お
け
る
測
量
製
図
の
技
術
の
伝
来
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の

で
あ
る
。

以
上
に
略
説
し
た
如
く
中
国
や
わ
が
国
で
は
地
理
家
ま
た
歴
史
家
に
よ
っ
て
古
来
多
く
の
地
誌
や
地
図
が
編
纂
さ
れ
た
。
こ
の
他
朝
鮮

や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
中
園
地
理
学
の
影
響
を
受
容
し
た
と
こ
ろ
で
も
ほ
ぼ
同
種
の
も
の
が
述
作
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
歴
史
地
理
研
究
上
貴
重

な
資
料
で
あ
っ
て
、

ア
ジ
ア
は
歴
史
地
理
研
究
の
良
い
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ニ
、
歴
史
地
理
学
の
謀
題

歴史地理学の伝統と課題

さ
て
、
こ
れ
か
ら
歴
史
地
理
学
の
当
面
す
る
課
題
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
簡
単
な
が
ら
歴
史
地
理
学
の
本
質
と
方
法

に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

一
般
に
科
学
論
の
立
場
か
ら
の
科
学
の
分
類
は
研
究
対
象
と
研
究
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う

な
哲
学
的
科
学
分
類
の
上
で
の
地
理
学
の
地
位
の
あ
い
ま
い
さ
は
ピ
エ
ル
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
も
歎
い
て
い
る
よ
う
に
地
理
学
者
共
通
の
悩
み
で

あ
る
白
〉
。

菊
地
利
夫
の
近
業
「
歴
史
地
理
学
方
法
論
」
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
所
の
多
い
好
著
で
あ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
地
理
学

は
地
表
の
空
聞
を
対
象
と
し
、

い
わ
ば
二
次
元
の
世
界
に
関
す
る
科
学
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
時
間
に
関
連
し
て
人
事
を
考
察
す
る
歴

11 

史
学
は
一
次
元
の
科
学
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
歴
史
学
は
人
聞
社
会
の
事
件
を
時
間
的
な
系
列
で
そ
の
因
果
関
係
を
明
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か
に
す
る
の
に
対
し
、
地
理
学
殊
に
人
文
地
理
学
は
人
聞
社
会
の
場
所
的
相
違
を
そ
の
土
地
と
の
関
連
に
お
い
て
究
め
よ
う
と
す
る
も
の

と
さ
れ
得
る
。
し
か
ら
ば
歴
史
学
と
地
理
学
の
境
界
領
域
を
対
象
と
す
る
歴
史
地
理
学
は
実
に
三
次
元
の
科
学
と
い
わ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
広
大
な
境
界
領
域
に
つ
い
て
、
こ
こ
ま
で
が
地
理
学
に
属
し
、
そ
れ
か
ら
先
は
歴
史
学
の
分
野
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
境
界
線
を
引

く
こ
と
は
、
科
学
分
類
の
上
か
ら
は
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
真
理
の
探
求
と
い
う
最
終
目
標
の
達
成
の
た
め
に
は
あ
ま
り
意
味

が
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

元
来
科
学
の
細
分
化
は
近
代
科
学
の
方
向
と
し
て
今
や
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
き
て
し
ま
っ
て
、
事
態
は
こ
れ
以
上
の
細
分
化
よ
り
も

科
学
の
統
合
が
要
請
さ
れ
る
時
代
の
転
換
期
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
三
次
元
の
世
界
を
対
象
と
し
て
時
空
に
わ
た

る
人
事
の
因
果
関
係
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
歴
史
地
理
学
は
最
も
時
代
の
要
請
に
答
え
得
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
歴
史
地
理
学
徒
は
自
覚
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

歴
史
地
理
学
の
既
往
の
成
果
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ

l
・
プ
リ
ン
ス
白
〉
の
整
理
に
従
え
ば
、

第
一
に
過
去
の
実
在
の
世
界
に

つ
い
て
の
知
識
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
事
件
の
起
き
た
場
所
の
確
認
で
古
典
や
古
旅
行
者
な
ど
の
行
程
な
ど
が
対
象
と
さ
れ
、

欧
米
で
は
め
ぼ
し
い
研
究
は
終
っ
た
如
く
で
あ
る
。

し
か
し
東
洋
で
は
リ
ヒ
ト
ホ
l
フ
ェ
ン
が
東
西
の
交
通
に
つ
い
て
張
驚
の
遠
征
や
玄
奨
の
イ
ン
ド
行
な
ど
を
研
究
し
た
こ
と
か
ら
、
わ

が
東
洋
史
家
の
聞
に
東
西
交
渉
史
の
研
究
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
小
川
琢
治
が
周
穆
王
の
西
征
を
は
じ
め
多
く
の
古
地
名
の
考
証
を
行
っ
た

の
も
そ
の
機
運
に
乗
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
近
台
湾
の
衛
挺
生
が
種
天
子
伝
今
攻
白
〉
を
出
し
た
。
そ
し
て
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
は
今
や
歴

史
家
地
理
学
者
と
い
わ
ず
文
学
者
画
家
な
ど
の
聞
に
も
ブ
l
ム
と
な
っ
て
き
た
が
、
な
お
科
学
的
検
討
を
加
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
。
保
柳
睦
美
の
近
業
白
〉
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
地
帯
の
自
然
の
変
遷
に
関
す
る
手
堅
い
研
究
で
盛
時
の
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
の
考
察
に
示
唆
す



る
所
が
多
い
。

玄
奨
の
大
唐
西
域
記
は
西
域
は
も
と
よ
り
広
く
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
関
す
る
七
世
紀
の
地
誌
で
筆
者
も
イ
ン
ド
ベ
ン
ガ
ル
平
野
の
生

成
ハ
口
〉
を
考
察
す
る
上
で
準
拠
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

実
在
し
た
過
去
の
復
原
に
当
っ
て
、
あ
る
時
代
の
地
理
的
全
容
の
再
現
が
企
図
さ
れ
て
き
た
。
藤
岡
謙
二
郎
に
よ
る
日
本
歴
史
地
理
総

説
は
先
史
時
代
・
原
史
時
代
・
古
代
・
中
世
・
近
世
一
等
の
各
時
代
の
日
本
に
つ
き
既
往
の
歴
史
地
理
的
研
究
を
総
括
し
て
記
述
さ
れ
て
い

る
。
各
時
代
の
日
本
列
島
を
大
観
す
る
に
便
利
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
手
引
と
し
て
有
用
で
あ
る
が
、
研
究
文
献
の
密
度
の
相
違
に
よ

り
時
代
に
よ
る
精
組
は
ま
ぬ
か
れ
難
い
。

実
在
し
た
過
去
の
精
密
な
復
原
は
あ
る
時
の
断
面
と
あ
る
限
ら
れ
た
場
所
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
わ
が
国
で
、
班
回
図
に
よ
る

古
代
の
あ
る
時
期
、

ま
た
検
地
帳
に
よ
る
近
世
の
製
作
さ
れ
た
年
次
な
ど
に
つ
い
て
そ
れ
が
図
示
又
記
録
さ
れ
た
場
所
は
ほ
ぼ
正
確
に
再

現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

歴史地理学の伝統と課題

さ
て
歴
史
地
理
学
は
実
在
し
た
過
去
を
復
原
す
る
こ
と
の
み
で
能
事
終
る
べ
き
で
な
い
。
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
地
理
の
変
遷
を
明
か

に
す
る
こ
と
が
他
の
一
つ
の
重
要
な
任
務
で
あ
る
。
適
当
な
時
間
的
時
代
的
間
隔
で
同
一
地
域
に
つ
い
て
継
続
的
資
料
が
存
在
す
る
場
合

ホ
イ
ト
ル
セ

l
の
い
わ
ゆ
る
系
列
的
占
拠

3
2
5
Z
o
n
g宮
ロ
ロ
叩
)

は
じ
め
て
変
化
の
方
向
が
判
明
す
る
。

で
あ
る
。
し
か
し
、

~ 

c.. 

れ
に
よ
っ
て
変
化
の
原
因
や
そ
の
力
学
ま
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
事
象
の
空
間
的
相
互
関
係
を
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
つ
い
て
明
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
れ
で
、
個
々
の
事
象
に
つ

い
て
形
態
の
外
生
変
遷
を
追
及
す
る
文
化
景
観
の
形
態
発
生

(
5
2
1
5
m
g
2
2
0同

2
F
5巴
-
g門
目
的
の
さ
巾
)
的
研
究
が
行
わ
れ
る
こ

13 

と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
村
落
の
歴
史
地
理
的
研
究
は
最
も
成
果
の
挙
っ
た
分
野
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
年
度
シ
シ
ポ
ジ
ュ

l
ム
の
今
一
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つ
の
課
題
で
あ
る
か
ら
節
を
改
め
て
後
述
し
よ
う
。

歴
史
地
理
学
的
知
識
の
第
二
の
類
型
と
し
て
プ
リ
ン
ス
は
過
去
の
想
像
さ
れ
た
世
界
。
吉
田
m
Z
&
君
。
ユ
仕
え
岳
∞
宮
田
仲
)
を
挙
げ

て
い
る
。
歴
史
地
理
学
が
資
料
と
し
て
利
用
す
る
史
料
や
地
図
な
ど
は
す
べ
て
当
代
人
の
目
を
通
し
て
想
像
さ
れ
知
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
ら
を
通
し
て
過
去
を
理
解
す
る
前
に
ま
ず
当
代
の
人
間
と
そ
の
文
化
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

貌
志
倭
人
伝
は
三
世
紀
頃
の
倭
人
に
つ
い
て
の
中
国
史
家
陳
寿
(
二
九
七
年
没
)
に
よ
る
述
作
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
の
福
岡
辺
に
あ

た
る
奴
固
ま
で
は
中
国
人
の
直
接
観
察
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
以
遠
は
倭
人
か
ら
の
聞
き
と
り
に
基
い
て
い
る
。
当
時
の
倭
人
は
金

石
併
用
時
代
で
文
化
人
類
学
的
に
は
未
開
文
化
の
段
階
に
あ
っ
た
。

陳
寿
は
倭
人
伝
の
執
筆
に
当
た
り
、

お
そ
ら
く
前
述
の
義
秀
の
高
貢
地
域
図
を
参
考
と
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
地
図
は
後
世

の
買
耽
の
海
内
華
夷
図
な
ど
か
ら
見
て
も
中
国
本
土
を
大
き
く
画
き
周
辺
諸
民
族
の
住
地
は
付
録
的
に
記
載
さ
れ
た
よ
う
で
東
夷
の
中
で

も
最
も
極
東
に
あ
る
倭
国
は
紙
幅
の
東
辺
に
正
し
い
方
位
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
南
北
に
延
長
し
て
記
載
さ
れ
て
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま

た
倭
人
水
没
捕
魚
の
風
俗
な
ど
が
会
稽
東
冶
な
ど
華
南
の
諸
郡
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
と
考
え
合
せ
て
、
陳
寿
は
日
本
列
島
を
中

国
本
土
の
東
辺
海
上
に
南
北
に
長
く
連
な
る
も
の
と
し
て
記
載
し
た
で
あ
ろ
う
。

奴
固
ま
で
は
里
程
で
書
か
れ
、
そ
れ
か
ら
先
は
日
程
を
用
い
た
の
は
当
時
の
倭
人
の
距
離
認
識
の
方
法
に
従
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
西

洋
人
に
接
触
す
る
ま
で
の
エ
ス
キ
モ
ー
人
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

邪
馬
台
国
の
次
に
新
馬
国
が
あ
り
、
以
下
次
は
某
国
と
い
う
よ
う
に
次
々
に
二
十
の
国
名
が
挙
げ
て
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
交
通
線

に
添
っ
た
序
列
で
未
開
人
の
地
名
記
憶
の
方
法
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
筆
者
は
、
こ
れ
ら
二
十
カ
国
を
瀬
戸

内
沿
岸
に
比
定
し
た
白
)
。



時
代
が
変
る
と
人
々
の
思
想
や
噌
好
も
移
る
。
わ
が
古
代
は
中
国
大
陸
の
文
物
の
受
容
に
専
ら
で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
移
行
す
る
過
程

で
純
日
本
風
に
改
ま
っ
た
如
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各
時
代
に
作
ら
れ
た
文
献
資
料
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
居
住
様
式
・
建
造
物
・
造

固
な
ど
自
然
環
境
へ
の
適
応
の
仕
方
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
特
色
を
帯
び
て
き
た
筈
で
あ
る
。

こ
の
中
で
、
時
代
を
こ
え
て
住
民
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
き
た
施
設
す
な
わ
ち
、
文
化
景
観
は
、
次
第
に
変
容
し
て
今
日
に
至
っ
て
い

る
。
最
近
文
化
財
の
保
護
思
想
が
高
ま
り
、
今
や
個
々
の
点
在
的
文
化
財
に
と
ど
ま
ら
ず
面
的
に
過
去
の
町
並
の
修
景
保
存
運
動
が
拡
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
過
去
の
復
原
に
は
当
代
人
の
目
を
以
て
の
ぞ
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

際
研
究
者
の
個
人
的
主
観
を
で
き
る
限
り
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
宿
場
町
や
城
下
町
の
町
並
に
し
て
も
現
実
に
そ
こ
に
生
活

す
る
市
民
の
便
宜
と
の
調
和
を
も
計
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
藤
岡
謙
二
郎
の
「
地
理
学
と
歴
史
的
景
観
」
(
担
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
教
え

る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。

一
般
に
町
並
の
修
景
保
存
の
仕
事
は
歴
史
地
理
学
者
の
一
つ
の
課
題
と
な
ろ
う
。

さ
て
プ
リ
ン
ス
は
歴
史
地
理
的
知
識
の
第
三
の
類
型
と
し
て
過
去
に
つ
い
て
の
抽
象
的
世
界
を
挙
げ
て
い
る
。
過
去
の
個
々
の
実
証
的

歴史地理学の伝統と課題

研
究
は
徒
に
多
く
の
事
例
を
提
供
し
、
行
動
的
研
究
は
過
去
の
世
界
が
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
洞
察
を
与
え
は
す
る

が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
だ
け
で
は
現
象
の
空
間
に
お
け
る
位
置
づ
け
、
そ
の
機
能
や
一
つ
の
状
態
か
ら
他
の
状
態
へ
の
変
化
を
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
こ
れ
ら
多
く
の
事
象
の
分
類
配
列
か
ら
生
ま
れ
る
秩
序
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
理
論
家
に
よ
っ

て
構
想
さ
れ
て
き
た
理
論
や
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
就
い
て
プ
リ
ン
ス
は
多
く
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
小
論
で

は
村
落
に
関
す
る
も
の
を
中
心
に
次
節
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

15 
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三
、
村
落
の
歴
史
地
理

文
化
景
観
の
形
態
発
生
史
的
研
究
で
時
期
を
画
し
た
業
績
は
オ
l
グ
ス
ト
・
マ
イ
ツ
ェ
ン
の
「
東
西
ゲ
ル
マ
ン
・
ケ
ル
ト
・
ロ

1
7
・

フ
ィ
ン
・
ス
ラ
ブ
諸
民
族
の
集
落
と
農
法
」
(
一
八
九
五
年
)
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
の
村
落
が
定
住
当
初
の
景
観
を
温
存

す
る
も
の
と
し
て
そ
の
村
落
形
態
を
耕
地
区
と
と
も
に
大
縮
尺
の
地
籍
図
を
利
用
し
て
分
析
し
、
諸
民
族
に
よ
る
村
落
と
そ
の
農
法
の
特

色
を
明
ら
か
に
し
た
。
マ
イ
ツ
ェ
ン
の
研
究
は
最
終
目
標
と
し
て
農
法
の
解
明
を
意
図
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
研
究
過
程
で
見

事
に
村
落
の
歴
史
地
理
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
翁
)
O

こ
の
方
法
は
ド
イ
ツ
の
地
理
学
者
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
ド
イ
ツ
の
集
落
地
理

学
の
今
日
の
隆
盛
を
も
た
ら
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
経
済
史
家
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
(
一
八
八
六

l
一
九
四
四
年
)

の
「
フ
ラ
ン
ス
農
村
史
の
基
本
的
性
格
」
(
一
九
三
一
年
)

は
明
か
に
マ
イ
ツ
ェ
ン
の
学
統
を
受
け
継
ぎ
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
一
層
発
展
さ
せ
た
名
著
で
フ
ラ
ン
ス
人
文
地
理
学
者
の
業
績
も
多
く
引

用
さ
れ
、
そ
れ
と
の
交
流
に
お
い
て
書
か
れ
た
名
著
で
あ
る

ay

マ
イ
ツ
ェ
ン
や
ブ
ロ
ッ
ク
の
研
究
は
個
々
の
村
落
の
研
究
か
ら
村
落
と
耕
地
に
わ
た
る
多
く
の
類
型
モ
デ
ル
を
提
起
し
た
。
筆
者
は
マ

イ
ツ
ェ
ン
の
方
法
に
主
と
し
て
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
歴
史
の
古
い
村
落
に
つ
い
て
、
そ
の
地
籍
図
か
ら
古
代
条
里
の
地
割
を
検
証
し

た
が
、
そ
れ
か
ら
進
ん
で
条
旦
の
耕
地
割
ハ
き
お
よ
び
計
画
的
な
条
里
村
落
の
モ
デ
ル

auを
構
想
し
た
。

次
い
で
古
代
の
計
画
村
落
が
中

世
に
散
村
化
し
、
そ
の
末
期
に
築
村
化
す
る
形
態
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
仮
説

auを
提
唱
し
た
。

こ
れ
ら
は
そ
の
後
、

地
理
学

者
・
歴
史
学
者
に
よ
り
各
地
で
検
討
さ
れ
、
私
説
の
誤
謬
が
指
摘
さ
れ
た
場
合
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
す
く
な
く
と
も
半
面
教
師
的
役

割
を
果
し
た
こ
と
は
筆
者
の
ひ
そ
か
に
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



筆
者
は
マ
イ
ツ
ェ
ン
の
大
著
に
魅
せ
ら
れ
、

ア
ジ
ア
地
域
に
つ
い
て
こ
の
種
の
研
究
を
企
図
し
た
が
日
暮
れ
ん
と
し
て
道
な
お
遠
き
を

歎
じ
て
い
る
。

わ
ず
か
に
中
国
古
代
の
井
田
と
肝
陪
の
耕
地
割
の
変
遷
を
想
定
(
き
し
た
が
水
津
一
朗
詣
〉
に
よ
り
発
展
さ
れ
、
最
近
フ
ラ

ン
ク
・
リ
l
ミ
ン

B
U
に
よ
っ
て
一
層
拡
充
さ
れ
た
。

汗
牛
充
棟
と
も
い
う
べ
き
中
国
の
地
誌
類
は
中
国
村
落
の
歴
史
地
理
研
究
上
貴
重
な
資
料
で
こ
れ
を
利
用
し
て
各
地
の
村
落
の
実
在
的

過
去
た
ら
び
に
現
在
に
至
る
変
遷
が
追
跡
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
と
同
時
に
村
落
モ
デ
ル
や
変
容
過
程
に
関
す
る
仮
説
が
構
想
さ

る
べ
き
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
ス
キ
ン
ナ
ー
に
よ
る
四
川
省
に
お
け
る
地
方
小
都
市
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
村
落
を
結
ぶ
都
部
モ
デ

ル
ハ
容
は
他
地
方
に
お
い
て
検
証
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

中
国
と
と
も
に
ア
ジ
ア
文
明
の
今
一
つ
の
発
祥
地
で
あ
る
イ
ン
ド
の
農
村
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
者
に
よ
る
色
々
の
モ
デ
ル
が
提

唱
さ
れ
て
き
た
が
最
近
、
石
田
寛
に
よ
り
歴
史
地
理
的
に
モ
デ
ル

8
)が
構
想
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
は
、
中
国
に
比
べ
文
献
資
料
の
之
し
い

国
で
あ
る
が
過
去
三
百
年
に
及
ぶ
イ
ギ
リ
ス
支
配
時
代
に
各
県
の
地
誌
(
官
宮
丘
町
同
)
が
編
纂
さ
れ
、
各
都
に
土
地
台
帳
・
徴
税
原
簿
な

歴史地理学の伝統と課題

ど
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
活
用
し
た
村
落
の
歴
史
地
理
的
研
究
も
イ
ン
ド
地
理
学
界
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
発
展
し

つ
つ
占
め
る
。

村
落
の
研
究
は
村
落
の
中
心
に
形
成
さ
れ
ま
た
そ
の
対
立
社
会
と
も
見
倣
さ
れ
る
都
市
に
拡
大
さ
れ
て
き
た
。
こ
と
に
二
十
世
紀
の
進

行
と
と
も
に
世
界
の
都
市
化
が
進
展
し
て
都
市
の
研
究
が
集
落
地
理
研
究
の
主
流
を
な
す
に
至
っ
た
。
さ
り
な
が
ら
今
や
都
市
は
過
密
化

し
、
農
村
は
過
疎
化
し
て
と
も
に
旧
来
の
共
同
社
会
は
崩
壊
に
瀕
し
て
い
る
。
か
く
て
新
ら
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
と
そ
れ
を
基
礎

と
し
て
都
市
と
農
村
を
一
帯
化
し
た
広
域
生
活
圏
の
画
定
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
答
え
る
為
に
は
既
存
集
落
の
歴
史
地

17 

理
的
研
究
を
出
発
点
と
し
た
新
な
構
想
が
必
要
で
あ
ろ
う
。



18 

し
て
い
る
。
そ
の
消
長
は
政
治
地
理
的
歴
史
地
理
的
研
究
に
侯
っ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
差
当
り
隣
接
民
族
聞
の
生
活
空
間
の
競
合
が
あ
る
場

最
後
に
、
地
上
に
お
け
る
生
活
圏
の
橿
り
の
頂
点
に
諸
民
族
の
生
活
空
間
が
存
在
す
る
。
諸
国
家
の
領
土
も
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
成
立

合
そ
の
調
整
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
妥
当
な
線
引
は
ま
た
歴
史
地
理
学
者
の
任
務
で
あ
ろ
う
。
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