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は
じ
め
に

―
―
比
較
政
治
学
と
地
域
研
究
の
間
と
い
う
視
点

筆
者
は
二
〇
〇
三
年
に
刊
行
し
た
著
書
に
お
い
て
、
自
分
の
研
究

を
「
地
域
研
究
と
比
較
政
治
学
の
あ
い
だ
」
と
規
定
し
た
（
久
保 

二
〇
〇
三
：
ｉ
）。
そ
の
考
え
方
は
基
本
的
に
今
で
も
変
わ
っ
て
い

な
い
。
で
は
、
比
較
政
治
学
と
地
域
研
究
は
ど
の
よ
う
に
違
い
、
地

域
研
究
の
特
徴
や
意
義
、
役
割
は
方
法
論
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
政
治
学
と
い
う
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
に
足
場
を
置
き
つ
つ
特
定
の
地
域
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
研
究
を
一

定
の
期
間
続
け
て
き
た
立
場
か
ら
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
地
域
研
究
の

関
係
性
、
そ
こ
で
の
地
域
研
究
の
強
み
・
意
義
と
い
っ
た
問
題
に
つ

い
て
、
政
治
学
に
お
け
る
方
法
論
的
な
議
論
や
具
体
的
な
研
究
の
例

も
参
照
し
つ
つ
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

最
初
に
、
比
較
政
治
学
と
地
域
研
究
の
違
い
に
つ
い
て
簡
単
に
述

べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
比
較
政
治
学
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
い
く
つ

か
の
定
義
を
紹
介
し
よ
う
。
た
と
え
ば
眞
柄
・
井
戸
（
二
〇
〇
〇
：

三
）
は
、
比
較
政
治
学
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
海
外
の
政
治
を
研
究
し
、

そ
の
な
か
か
ら
普
遍
的
な
理
論
を
導
き
出
し
て
ゆ
く
」
学
問
で
あ
る

と
説
明
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ー
ア
ル
ダ
は
、「
比
較
政
治
学
と
は
、
世

界
中
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
系
統
的
に
比
較
し
て
研
究
す
る
分
野
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
分
野
で
は
、
各
国
の
類
似
点
だ
け
で
な
く
相
違
点

を
も
説
明
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
る
」（W

iarda 1993: 

邦
訳
一
一
）

と
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
比
較
政
治
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
海
外

の
事
例
を
考
察
す
る
が
（
こ
の
点
で
は
地
域
研
究
と
重
な
る
）、
そ
こ

か
ら
普
遍
的
な
議
論
を
導
出
し
た
り
、
諸
国
間
の
共
通
性
・
差
異
を

第
Ⅲ
部 

新
し
い
地
域
研
究
を
め
ざ
し
て

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
地
域
研
究
―
―
比
較
政
治
学
の
視
点
か
ら

久
保
慶
一

説
明
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
重
要
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
性

（
抽
象
性
）
と
固
有
性
（
具
体
性
）
の
対
比
で
い
え
ば
、
比
較
政
治

学
は
一
般
性
な
い
し
抽
象
性
を
志
向
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
端
的

に
は
「
理
論
」
を
重
視
す
る
姿
勢
に
現
れ
る＊

１

。
こ
れ
に
対
し
て
地
域

研
究
は
、
特
定
の
地
域
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
現

象
を
記
述
し
、
理
解
し
、
説
明
す
る
こ
と
に
最
大
の
関
心
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
地
域
研
究
は
、
上
記
の
対
比
で
い
え
ば
、
よ
り
固
有

性
・
具
体
性
を
志
向
す
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
地
域

研
究
が
一
般
性
を
否
定
し
た
り
、
そ
れ
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た

り
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
で
く
わ

し
く
論
じ
た
い
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
地
域
研
究
の
意
義
と
役
割
に
つ
い
て
論
じ
、
つ

ぎ
に
一
般
的
な
理
論
の
妥
当
性
を
実
証
的
に
検
証
す
る
方
法
と
し
て

の
地
域
研
究
の
強
み
と
弱
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
最
後
に
、
地
域

研
究
を
ど
う
書
く
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
の
対

話
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た

い
。Ⅰ

地
域
研
究
の
意
義
と
役
割

―
―
二
つ
の
推
論
の
タ
イ
プ
と
の
関
連
か
ら

実
証
志
向
の
政
治
学
で
は
、
研
究
の
目
的
は
大
き
く
二
つ
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
ら
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
現
実
が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
記
述
的
推
論

（descriptive inference

）
と
、
あ
る
現
象
の
原
因
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
指
す
因
果
的
推
論
（causal inference

）
で
あ
る

（K
ing et al 1994

）。
あ
る
現
象
に
関
す
る
一
般
理
論
を
志
向
す
る

な
ら
、
ま
ず
何
よ
り
、
現
実
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
を
用
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
記
述
的
推

論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
か
ら
導
き
出
し
た
「
現

実
」
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
あ
る
現
象
の
原
因
は
何
な
の
か
を
分

析
し
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
結
論
を
導
き
出
す
の
が
因
果
的
推
論
で

あ
る
。

地
域
研
究
は
こ
の
双
方
に
対
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
ま
ず
記
述
的
推
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
一
般
に
、
と
く

に
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
系
の
研
究
者
の
間
で
は
「
記
述
」
と
い
う
言
葉
に

や
や
蔑
視
的
な
含
み
が
持
た
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る＊

２

。
し
か
し
、
記
述

的
推
論
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
現
実
の
状
態
を
確
認
し
記
述
す

る
作
業
に
は
大
き
な
労
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
適
切
に
」
行

う
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
現
実
を
「
完
全
に
」
再
現
す

る
こ
と
は
当
然
で
き
な
い
の
で
、
一
定
の
資
料
を
用
い
て
、
現
実
の

一
定
の
側
面
に
つ
い
て
の
み
再
構
築
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
は

資
料
の
選
択
が
必
然
的
に
も
た
ら
す
バ
イ
ア
ス
が
存
在
す
る
か
ら
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
共
産
主
義
時
代
の
歴
史
を
再
構
成
す
る
際
、
党

や
政
府
の
公
式
文
書
や
当
時
の
新
聞
に
依
拠
す
れ
ば
、
当
時
の
当
局
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に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
情
報
は
お
そ
ら
く
入
手
で
き
な
い
。
ア
ク

タ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
え
ば
、
そ
の
ア
ク
タ
ー
が
隠
し
た
い

と
思
う
現
実
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
る
国
の
現
実
を
描
写

す
る
上
で
英
語
の
新
聞
だ
け
に
依
拠
す
れ
ば
、
英
語
新
聞
の
記
者
が

現
地
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
ア
ク
タ
ー
や
資
料
に
基
づ
く
情
報
、
英
語

新
聞
の
編
集
部
が
報
道
す
る
価
値
が
あ
る
と
判
断
し
た
情
報
し
か
利

用
で
き
な
い
。
現
実
を
再
構
成
す
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
資
料
・

デ
ー
タ
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
常
に
誰
か
に

よ
っ
て
選
択
・
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
す
で
に
作
為
が

存
在
し
、
そ
の
背
後
に
、
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
無
数
の
情
報
が
存
在

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
と
り
わ
け
外
国
に
関
す
る
「
現
実
」
を

再
構
成
す
る
こ
と
に
、
多
く
の
困
難
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
は
自
明
で

あ
ろ
う
。
ま
ず
言
語
の
障
壁
が
あ
る
。
現
地
語
が
理
解
で
き
な
け
れ

ば
、
ア
ク
セ
ス
で
き
る
情
報
・
資
料
に
は
か
な
り
の
制
約
が
生
じ

る
。
さ
ら
に
、
資
料
の
性
質
に
つ
い
て
深
い
理
解
が
必
要
で
あ
る
。

現
地
語
の
新
聞
に
ど
の
よ
う
な
報
道
傾
向
が
あ
る
か
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
相
手
の
ア
ク
タ
ー
は
ど
の
よ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
で
、
ど
の

よ
う
な
党
派
的
利
害
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
な
ど
、
資
料
の
性
質
に

つ
い
て
深
い
理
解
が
な
け
れ
ば
、
一
定
の
「
現
実
」
に
つ
い
て
再
構

成
す
る
際
に
依
拠
す
べ
き
最
も
適
切
な
資
料
は
何
か
を
判
断
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
障
壁
を
乗
り
越
え
て
外
国
の
「
現
実
」
に
つ
い
て

適
切
な
再
構
成
を
行
う
こ
と
こ
そ
、
地
域
研
究
者
が
そ
の
強
み
を
最

も
発
揮
で
き
る
仕
事
で
あ
る
。
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
新
た
な
資
料

の
発
見
が
新
た
な
事
実
の
発
見
、
さ
ら
に
は
歴
史
の
再
解
釈
に
つ
な

が
る
よ
う
に
、
地
域
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
資
料
・
デ
ー
タ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
国
・
そ
の

時
代
で
起
こ
っ
て
い
た
「
現
実
」
に
関
し
て
の
理
解
を
改
め
、「
現

実
」
を
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
形
で
再
構
築
・
再
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
一
般
化
を
志
向
す
る
比
較
政
治
学
に
と
っ
て
も
き
わ
め

て
重
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
現
実
に
つ
い
て
の
理
解
が
誤
っ
て
い
れ

ば
、
そ
の
一
般
化
な
い
し
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
一
般
的
理
論
の
妥

当
性
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
理
論
を

志
向
す
る
研
究
者
は
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
細
か
く
現
実

を
確
認
す
る
資
源
も
能
力
も
（
そ
し
て
し
ば
し
ば
意
思
も
）
な
い
。

し
た
が
っ
て
地
域
研
究
者
に
は
、
一
般
理
論
を
志
向
す
る
研
究
者
に

各
地
域
に
つ
い
て
の
「
現
実
」
の
情
報
を
提
供
し
、
同
時
に
、
一
般

理
論
・
一
般
化
さ
れ
た
議
論
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
「
現

実
」
が
本
当
に
適
切
な
理
解
で
あ
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
役
割
が
与

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
因
果
的
推
論
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
般

に
、
方
法
論
的
な
議
論
で
は
、
少
数
事
例
の
分
析
は
、
因
果
効
果

（causal effect

）
を
実
証
す
る
目
的
に
は
あ
ま
り
適
さ
な
い
と
さ
れ

る
。
少
数
事
例
の
分
析
か
ら
、
あ
る
要
因
が
あ
る
結
果
を
引
き
起
こ

し
て
い
る
（
可
能
性
が
あ
る
）
こ
と
が
指
摘
で
き
て
も
、
他
の
似
た

よ
う
な
事
例
で
も
同
様
の
点
が
指
摘
で
き
る
と
は
必
ず
し
も
限
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
方
法
論
的
に
い
え
ば
、
少
数
事
例
で
観
察
さ
れ
る

因
果
関
係
は
、
外
的
妥
当
性
（external validity

）
を
持
つ
か
が

明
ら
か
で
な
い＊

３

。
も
し
か
し
た
ら
、
少
数
事
例
の
分
析
か
ら
導
出
で

き
る
因
果
的
推
論
は
、
事
例
選
択
の
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
バ
イ
ア
ス
に

よ
っ
て
妥
当
に
見
え
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
（Geddes 2003: 89-

129

）。
も
し
、
あ
る
事
例
で
観
察
さ
れ
る
因
果
関
係
が
そ
の
他
の
似

た
よ
う
な
多
く
の
事
例
で
も
観
察
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
計
量
分
析
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
よ
り
多
く
の

事
例
を
観
察
・
分
析
す
る
多
事
例
（
ラ
ー
ジ
Ｎ
）
の
分
析
が
不
可
欠

に
な
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
地
域
研
究
が
因
果
的
推
論
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
因
果

的
推
論
に
は
理
論
・
仮
説
の
構
築
と
そ
の
実
証
と
い
う
二
つ
の
作
業

が
必
要
で
あ
る
が
、
地
域
研
究
は
そ
の
双
方
に
お
い
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
得
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
次
章
で
く
わ
し
く
検
討
す
る
の

で
、
こ
こ
で
は
、
前
者
の
点
に
関
連
し
て
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

地
域
研
究
が
因
果
的
推
論
に
お
い
て
果
た
す
重
要
な
役
割
と
し

て
、
ま
ず
因
果
関
係
に
関
す
る
理
論
（
仮
説
）
の
着
想
源
と
な
る
点

が
あ
げ
ら
れ
る
。
あ
る
現
象
が
な
ぜ
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
か
が
不
明

で
あ
る
と
き
、
研
究
者
は
ど
こ
か
ら
仮
説
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
過
去
の
重
要
な
理
論
を
見
る
と
、
し
ば
し
ば
少
数
事
例
の
研
究

が
重
要
な
着
想
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
そ
の
よ

う
な
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
綿
密
な
分
析
を
行
う
こ

と
が
、
そ
れ
ま
で
誰
も
思
い
つ
か
な
か
っ
た
仮
説
や
理
論
の
構
築
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る＊

４

。
こ
れ
は
、
計
量
分
析
と
対
比
し
た
と

き
の
地
域
研
究
の
大
き
な
強
み
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
計
量
分

析
を
行
う
際
に
は
、
独
立
変
数
を
選
択
し
て
投
入
す
る
時
点
で
、
そ

の
変
数
が
結
果
に
影
響
を
与
え
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
（
す
な

わ
ち
、
仮
説
）
が
必
要
で
あ
り
、
有
力
な
仮
説
が
な
い
状
態
で
は
、

何
を
独
立
変
数
に
選
べ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
構

築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
問
い
が
あ
り
、
そ

れ
に
対
す
る
有
力
な
仮
説
が
な
い
状
況
で
は
、
地
域
研
究
（
少
数
事

例
の
綿
密
な
分
析
）
は
理
論
構
築
・
仮
説
構
築
に
と
っ
て
有
益
な
の

で
あ
る
（George &

 Bennett 2005

）。

次
に
、
地
域
研
究
が
し
ば
し
ば
新
し
い
問
題
そ
の
も
の
を
発
見
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
点
を
指
摘
し
た
い
。
研
究
が
因
果
的
推
論
を
志

向
す
る
場
合
、
あ
る
現
象
は
な
ぜ
起
き
る
の
か
と
い
う
問
い
が
出
発

点
と
な
る
。
そ
も
そ
も
そ
の
問
い
を
立
て
る
た
め
に
は
、
因
果
的
推

論
を
試
み
る
に
値
す
る
興
味
深
い
現
象
が
起
き
て
い
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
興
味
深
い
従
属
変
数
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
（
そ
し
て
、
そ

れ
に
関
す
る
十
分
な
説
明
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
）
に
気
づ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
興
味
深
い
現

実
の
存
在
に
気
づ
く
重
要
な
機
会
と
な
る
。
社
会
関
係
資
本
の
重
要

性
を
指
摘
し
た
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
著
名
な
研
究
を
例
に
あ
げ
よ
う
。
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パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
一
九
七
〇
年
以
来
、「
初
期
の
州
制
度
の
発
達
を

つ
ぶ
さ
に
追
っ
て
き
た
」（Putnam

 1993: xiv, 

邦
訳
６
）。
そ
し

て
、
い
ろ
い
ろ
な
州
都
を
何
度
も
訪
れ
、
そ
こ
で
役
人
た
ち
の
行

動
・
や
り
と
り
を
観
察
し
て
い
る
う
ち
に
、「
州
政
府
の
制
度
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
歴
然
た
る
格
差
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
」
い
た

（Putnam
 1993: xiv, 

邦
訳
６
）。
そ
し
て
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
と

い
う
問
い
を
立
て
、
社
会
関
係
資
本
と
い
う
答
え
を
導
く
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
も
と
も
と
州
政
府
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
原
因
を
調
べ
た
い
が
た
め
に
イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
を
何
度
も
訪
れ
る
う
ち
に
、
そ
の
問
題
を
発
見

し
た
。
地
域
研
究
は
、
新
し
い
問
題
の
発
見
を
可
能
に
し
て
く
れ
る

重
要
な
方
法
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
地
域
研
究
が
志
向
す
る
も
の
は
必
ず
し

も
固
有
性
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
地
域
研
究
は
た
し
か
に

特
定
の
国
・
特
定
の
時
期
に
関
す
る
情
報
・
資
料
・
デ
ー
タ
に
依
拠

し
た
分
析
を
行
う
が
、
そ
こ
か
ら
、
他
の
地
域
に
も
関
連
す
る
重
要

な
問
題
を
発
見
し
た
り
、
あ
る
現
象
に
関
す
る
一
般
的
な
理
論
を
構

築
す
る
た
め
の
着
想
を
獲
得
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

Ⅱ
実
証
的
方
法
と
し
て
の
地
域
研
究

―
―
少
数
事
例
分
析
と
多
数
事
例
分
析
の
比
較
か
ら

で
は
、
一
般
的
な
理
論
の
妥
当
性
を
実
証
的
に
検
証
す
る
た
め
の

方
法
と
し
て
は
、
地
域
研
究
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
や
強
み
・
弱
み

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
少
数
事
例
分
析

（
ス
モ
ー
ル
Ｎ
）
と
多
数
事
例
分
析
（
ラ
ー
ジ
Ｎ
）
の
対
比
、
な
い
し

定
性
的
分
析
（qualitative analysis

）
と
定
量
的
・
統
計
的
分
析

（quantitative/statistical analysis

）
の
対
比
と
い
う
視
点
か
ら
論

じ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
方
法
論
的
に
考
え
る
と
異
な

る
対
比
（
前
者
は
分
析
対
象
の
事
例
の
数
の
違
い
、
後
者
は
分
析
に

用
い
る
資
料
・
デ
ー
タ
の
性
質
の
違
い
で
あ
る
）
で
あ
る
が
、
一
般

に
、
少
数
事
例
分
析
は
定
性
的
分
析
、
多
数
事
例
分
析
は
統
計
的
分

析
と
結
び
つ
く
傾
向
が
き
わ
め
て
強
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
便
宜

的
に
前
者
を
「
事
例
分
析
」
と
呼
び
、
後
者
を
「
計
量
分
析
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
て
、
各
々
の
方
法
の
も
つ
長
所
と
短
所
、
そ
し
て
地
域

研
究
と
そ
れ
ら
の
方
法
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

比
較
政
治
学
で
は
、
実
証
的
な
方
法
と
し
て
、
事
例
分
析
と
計
量

分
析
が
し
ば
し
ば
対
置
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
レ
イ
テ
ィ
ン
に
よ
れ

ば
、
比
較
政
治
学
で
用
い
ら
れ
る
方
法
は
、
複
数
の
変
数
間
の
因
果

関
係
を
論
理
的
に
説
明
す
る
（
理
論
化
す
る
）
た
め
の
「
フ
ォ
ー
マ

ル
化
（
フ
ォ
ー
マ
ル
モ
デ
ル
）」、
多
く
の
事
例
に
お
け
る
一
般
的
傾

向
・
規
則
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
法
で
あ
る
「
統
計
」、
そ

し
て
実
際
に
あ
る
原
因
が
あ
る
結
果
を
引
き
起
こ
す
過
程
を
歴
史
的

に
追
跡
す
る
た
め
に
実
際
の
事
例
を
検
討
す
る
手
法
で
あ
る
「
語
り

（narrative

）」
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
（Laitin 2002

）。
こ
こ
で
、

フ
ォ
ー
マ
ル
化
と
は
理
論
を
精
緻
化
す
る
た
め
に
数
学
や
ゲ
ー
ム
理

論
な
ど
を
用
い
る
こ
と
で
あ
り
、
一
般
理
論
に
求
め
ら
れ
る
論
理
的

一
貫
性
・
厳
密
性
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

一
般
理
論
の
現
実
的
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
統

計
と
「
語
り
」（
定
性
的
な
事
例
分
析
）
が
対
置
さ
れ
て
い
る
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
分
析
と
計
量
分
析
の
対
比
に
お
い
て
、
地
域
研

究
は
、
事
例
分
析
と
し
ば
し
ば
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
同
一
視

は
短
絡
的
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
が
、
他
方
で
、
少
な
く
と
も
比

較
政
治
学
の
分
野
で
は
、
計
量
分
析
で
多
国
間
の
比
較
と
一
般
的
傾

向
の
検
証
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
事
例
分
析
は
し

ば
し
ば
一
国
を
分
析
対
象
と
す
る
地
域
研
究
的
な
ス
タ
イ
ル
を
取
る

こ
と
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
で
は
、
か
り
に
地
域
研
究
が
事

例
分
析
で
あ
る
と
し
て
、
事
例
分
析
と
い
う
方
法
が
、
一
般
理
論
の

妥
当
性
の
検
証
に
お
い
て
有
す
る
意
義
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で

は
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
、
計
量
分
析
の
強
み
・
弱
み
と
、
事
例
分

析
の
そ
れ
を
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
事
例
分
析
の
欠
点
は
、
そ
こ
で
確
認
で
き
る
こ
と

が
他
の
多
く
の
事
例
で
も
確
認
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
外

的
妥
当
性
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
計
量
分
析

の
強
み
は
、
多
く
の
事
例
に
つ
い
て
、
多
数
の
変
数
の
関
係
を
同
時
に

分
析
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
少
数
事
例
の
比
較
分
析
が
し
ば
し
ば
直

面
す
る
「
変
数
が
多
く
、
事
例
が
少
な
い
」
問
題
（Lijphart 1971: 

685

）、
す
な
わ
ち
「
自
由
度
（degree of freedom

）」
の
低
さ
と

い
う
問
題
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
計

量
分
析
で
は
、
同
一
の
基
準
で
指
標
化
さ
れ
た
変
数
を
分
析
対
象
の

す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
測
定
し
、
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

す
べ
て
の
変
数
の
影
響
を
平
等
に
考
慮
す
る
。
こ
の
よ
う
な
体
系
性

が
計
量
分
析
の
大
き
な
強
み
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
事
例
分
析

（
地
域
研
究
）
で
は
、
あ
る
事
例
で
は
Ａ
と
い
う
要
因
の
影
響
を
重

視
し
て
Ｂ
の
影
響
は
無
視
し
、
別
の
事
例
で
は
Ｂ
と
い
う
要
因
の
影

響
を
重
視
し
て
Ａ
の
影
響
は
無
視
す
る
と
い
っ
た
研
究
者
の
恣
意
的

な
（
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
）
説
明
が
生
じ
る
余
地
が
多
分
に
あ
る
。
一
般

的
な
理
論
の
妥
当
性
が
、
そ
の
理
論
の
説
明
対
象
と
な
る
べ
き
事
例

全
般
に
お
い
て
観
察
で
き
る
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
理
論
の
含
意
が

実
際
に
一
般
的
傾
向
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

観
察
で
き
る
か
と
い
う
点
を
検
証
す
る

う
え
で
は
、
や
は
り
事
例
分
析
よ
り
も
計
量
分
析
に
軍
配
が
あ
が
る

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
計
量
分
析
に
も
弱
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
計
量
分
析
で

示
さ
れ
る
の
は
基
本
的
に
デ
ー
タ
間
の
相
関
関
係
（correlation

）

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
因
果
関
係
（causation

）
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は
相
関
関
係
を
示
唆
す
る
（
あ
る
変
数
と
別
の
変
数
の
間
に
因
果
関

係
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
変
数
間
に
は
デ
ー
タ
の
偏
り
、
つ
ま
り
相
関
関

係
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
）
が
、
そ
の
逆
は
必
ず
し
も
真
で
は
な

い
（Goldthorpe 2001

）。
現
実
に
は
因
果
関
係
が
な
く
て
も
、
な

ん
ら
か
の
理
由
で
デ
ー
タ
間
に
相
関
関
係
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
得
る
か
ら
で
あ
る＊

５

。
相
関
関
係
が
な
け
れ
ば
因
果
関
係
は
お
そ
ら

く
な
い
と
い
え
る
が
、
相
関
関
係
が
観
察
さ
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で

は
因
果
関
係
が
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
計
量
分
析
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
相
関
関
係
が
、
因
果
関
係
の
証
拠
と
な
り
得
る
か
は
、
そ
こ

に
想
定
さ
れ
て
い
る
因
果
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
説
得
的
か
否
か
に
か
か
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
の
が
、
因
果
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
説
明
す
る
理
論
の
重
要
性
で
あ
る
（Goldthorpe 2001: 14

）。
し

か
し
、
因
果
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
理
論
が
論
理
的
に
一
貫
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
高
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
理
論
が
完
全
に

机
上
の
空
論
で
、
現
実
に
は
ま
っ
た
く
別
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て

い
る
が
、
結
果
と
し
て
そ
の
理
論
が
想
定
す
る
の
と
同
じ
相
関
関
係

が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い＊

６

。

事
例
分
析
の
強
み
は
こ
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
例
研
究
は

「
プ
ロ
セ
ス
追
跡
（process-tracing

）」
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
理
論
が
想
定
す
る
因
果
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
実
際
に
現
実
で
起
こ
っ

て
い
る
（
と
考
え
ら
れ
る
）
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る＊

７

。

あ
る
現
象
を
説
明
す
る
理
論
が
す
で
に
存
在
す
る
が
、
そ
の
現
実
的

な
妥
当
性
が
ま
だ
完
全
に
確
認
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
が
あ
る

場
合
に
、
地
域
研
究
者
が
特
定
の
地
域
に
お
い
て
そ
の
現
象
が
発
生

す
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
だ
し
、
そ
れ
が
理
論
の
想
定
す
る
因
果
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
理
論
の
妥
当
性
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
逆
に
、
あ
る
理
論
が
想
定
す
る
因
果
メ
カ
ニ

ズ
ム
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
そ
の
現
象
が
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、
理
論
の
妥
当
性
を
（
部
分
的
に
、

あ
る
い
は
完
全
に
）
否
定
し
、
逆
に
新
た
な
理
論
（
対
抗
仮
説
）
を

構
築
し
た
り
、
既
存
理
論
の
修
正
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
。さ

て
、
こ
こ
ま
で
は
地
域
研
究
と
事
例
分
析
を
同
一
視
し
て
、
計

量
分
析
と
対
比
さ
せ
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、
先
述
の
よ
う
に
こ

の
よ
う
な
同
一
視
と
対
比
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
筆
者
は
考

え
る
。
地
域
研
究
は
特
定
の
国
・
地
域
に
研
究
対
象
を
定
め
る
が
、

必
ず
し
も
そ
の
対
象
の
国
・
地
域
を
「
一
つ
の
事
例
」
と
み
な
す
と

は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
地
域
研
究
を
通
じ
て
、
あ
る

国
・
地
域
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
命
題
（
こ
の
国
で
こ
の
時
期
に
起

き
て
い
た
の
は
Ａ
と
い
う
現
象
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
Ｂ
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
て
い
た
、
等
々
）
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
国
・

地
域
レ
ベ
ル
で
の
一
般
化
を
行
う
必
要
が
出
て
く
る
。
そ
の
た
め

に
、
あ
る
国
・
地
域
内
の
多
数
の
事
例
に
つ
い
て
資
料
を
収
集
し
分

析
す
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
地
域
研
究
に
お
い
て
、
あ
る
国
・
地
域
で
の
一
般
的
な

傾
向
を
分
析
す
る
方
法
と
し
て
計
量
分
析
を
用
い
る
こ
と
は
十
分
に

あ
り
得
る
。
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
世
論
調
査
の
よ
う
な
個
人
レ

ベ
ル
の
デ
ー
タ
や
、
市
町
村
レ
ベ
ル
な
ど
下
位
地
域
を
単
位
と
す
る

デ
ー
タ
を
用
い
た
計
量
分
析
が
地
域
研
究
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
比
較
政
治
学
で
は
国
家
を
分
析
単
位
と
し
た

比
較
が
最
も
一
般
的
だ
が
、
下
位
地
域
単
位
で
比
較
分
析
を
行
い
、

ひ
と
つ
の
国
の
な
か
で
異
な
る
地
域
を
選
ん
で
比
較
す
る
こ
と
で
興

味
深
い
分
析
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先

述
の
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
研
究
は
、
イ
タ
リ
ア
と
い
う
単
一
の
国
に
関
す

る
分
析
で
あ
る
が
、
州
を
分
析
単
位
と
す
る
比
較
、
計
量
分
析
を

行
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
州
政
府
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
規
定
す
る
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
単
一
国
の
地
域
研
究
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
単
一

事
例
」
の
分
析
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
中
の
多
様

な
地
域
、
集
団
を
分
析
単
位
と
し
た
比
較
や
計
量
分
析
は
地
域
研
究

の
枠
内
で
行
い
得
る
。

し
た
が
っ
て
、
事
例
分
析
は
計
量
分
析
と
対
置
さ
れ
る
方
法
だ

が
、
地
域
研
究
と
計
量
分
析
は
必
ず
し
も
両
立
し
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
計
量
分
析
は
地
域
研
究
の
一
部
と
な
り
得
る
と
い
え
る
。
た
と

え
ば
カ
リ
バ
ス
は
、
内
戦
状
況
で
生
じ
る
暴
力
の
性
質
と
い
う
問
題

に
研
究
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
内
戦
状
況
の
な
か
で
生
じ
る
暴
力
が
、

一
定
の
地
域
に
集
中
し
て
起
き
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
起
き
な
い
の

は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
一
九
四
〇
年
代
の
ギ
リ
シ
ャ
の
内

戦
で
起
き
た
こ
と
を
調
査
す
る
た
め
に
ギ
リ
シ
ャ
を
訪
問
し
、
公
文

書
、
二
〇
〇
件
以
上
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
刊
行
さ
れ
た
回
想
録
や
自

伝
な
ど
の
資
料
を
収
集
し
た
（K

alyvas 2006

）。
こ
こ
ま
で
は
一

般
的
な
地
域
研
究
と
同
じ
だ
が
、
カ
リ
バ
ス
の
研
究
が
他
と
違
う
の

は
、
理
論
的
な
議
論
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
た
め
に
、
村
レ
ベ
ル
の

デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
構
築
し
、
計
量
分
析
を
使
っ
た
検
証
作
業
を
行
っ

た
点
で
あ
る
（K

alyvas 2006: 246-329

）。
ギ
リ
シ
ャ
の
内
戦
に
お

け
る
暴
力
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
傾
向
を
確
認
す
る
た
め
に
、
計
量

分
析
と
い
う
手
法
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
政
治
学
で
は
、
本
章
で
述

べ
て
き
た
よ
う
な
計
量
分
析
と
事
例
分
析
の
強
み
と
弱
み
を
踏
ま

え
、
計
量
分
析
と
事
例
分
析
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
推

奨
さ
れ
て
い
る＊

８

。
地
域
研
究
に
お
い
て
も
、
両
者
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
説
得
力
が
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
富
ん

だ
研
究
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

Ⅲ
地
域
研
究
を
ど
う
書
く
か

―
―
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
の
対
話
の
視
点
か
ら

最
後
に
、
地
域
研
究
を
ど
う
（
論
文
と
し
て
）
書
く
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
の
対
話
を
行
う
必
要
性
と
い
う
視

点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
地
域
研
究
が
そ
の
地
域
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
読
者
・
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
興
味
を
惹
く
の
は
当
然
で
あ
る

と
し
て
、
そ
の
地
域
そ
の
も
の
に
は
必
ず
し
も
関
心
を
持
っ
て
い
な
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い
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
系
の
読
者
・
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
関
心
を
惹
く
よ

う
に
論
文
を
書
く
た
め
に
は
何
を
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
。

１
事
例
選
択
の
理
由
を
論
じ
る

ま
ず
重
要
な
の
は
、
研
究
対
象
地
域
を
ひ
と
つ
の
「
事
例
」
と
考

え
た
場
合
に
、
な
ぜ
そ
の
「
事
例
」
を
選
択
し
て
考
察
す
る
こ
と
が

有
意
義
な
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、「
事
例
」
選
択
の
理

由
を
書
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
地
域
研
究
者
は
、
あ
ら

か
じ
め
そ
の
地
域
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
地
域
に
つ
い

て
の
論
文
を
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
研
究
者
に
と
っ
て
、

研
究
対
象
地
域
の
選
択
は
あ
る
意
味
で
所
与
で
あ
り
、
自
明
で
あ

る
。
し
か
し
、
理
論
・
一
般
論
に
関
心
が
あ
る
読
者
・
オ
ー
デ
ィ
エ

ン
ス
に
と
っ
て
は
、
あ
る
現
象
・
テ
ー
マ
を
考
察
す
る
際
に
そ
の
地

域
を
「
事
例
」
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
考
察
対
象
と
し
て
そ
の
地
域
を
見
る
こ
と
が
な

ぜ
興
味
深
い
の
か
、
有
意
義
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
理
由
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
内
で
行
わ
れ
て
い
る
議
論
に
示
唆

を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
受
容
さ
れ
て
い
る

理
論
の
修
正
や
否
定
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
系
の
研
究
者
は
よ
り
興
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

研
究
対
象
地
域
の
選
定
理
由
を
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
ひ
と
つ
の

方
法
は
、
方
法
論
的
な
用
語
を
用
い
て
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
内
の
有
力

な
学
説
、
す
な
わ
ち
通
説
に
反
す
る
パ
ズ
ル
と
し
て
事
例
を
示
す
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
単
一
の
国
を
考
察
対
象
に
し
て
い
る
場
合

（「
単
一
事
例
」
の
研
究
デ
ザ
イ
ン
の
場
合
）
に
は
、「
最
も
起
こ
り
に

く
い
事
例
（least likely case

）」
や
「
最
も
起
こ
り
や
す
い
事
例

（m
ost likely case

）」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
最
も
起
こ
り
に
く
い
事
例
」
と
は
、
あ
る
現
象
（
従
属
変
数
）
が
、

既
存
の
理
論
や
学
説
で
考
え
る
と
そ
の
国
で
は
最
も
起
こ
り
に
く
い

と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
実
際
に
起
き
て
い
る
事

例
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
「
最
も
起
こ
り
や
す
い
事
例
」
と

は
、
あ
る
現
象
が
、
既
存
の
理
論
や
学
説
で
考
え
る
と
そ
の
国
で
は

最
も
起
こ
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
実

際
に
は
起
き
て
い
な
い
事
例
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
事

例
選
択
を
説
明
す
る
と
、
事
例
の
存
在
自
体
を
既
存
理
論
で
は
説
明

で
き
な
い
ひ
と
つ
の
興
味
深
い
パ
ズ
ル
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
地
域
そ
の
も
の
に
関
心
が
な
い
研
究
者
の
興
味
を
よ
り
喚

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
事
例
選
択
を
効
果
的
に

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
た
好
例
と
し
て
、
当
時
支
配
的
だ
っ
た

ア
ー
モ
ン
ド
の
学
説
に
し
た
が
え
ば
不
安
定
に
な
り
や
す
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
政
治
的
に
安
定
し
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
や
ベ
ル
ギ
ー
を
分
析

対
象
と
し
て
、
多
極
共
存
型
民
主
主
義
を
定
式
化
し
た
レ
イ
プ
ハ
ル

ト
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（Lijphart 1977

）。

そ
こ
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
事
例
の
存
在
そ
れ
自

体
が
、
ア
ー
モ
ン
ド
と
い
う
大
学
者
の
議
論
＝
通
説
に
反
す
る
パ
ズ

ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

少
数
の
国
・
地
域
を
比
較
す
る
場
合
に
も
、
方
法
論
的
な
用
語
を

使
っ
て
効
果
的
に
事
例
選
択
を
説
明
・
正
当
化
で
き
る
。
ま
ず
、
二

つ
の
国
な
い
し
地
域
が
、
多
く
の
点
で
非
常
に
似
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
考
察
対
象
と
な
る
現
象
で
は
異
な
る
状
況
が
生
じ
て
い
る

場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ミ
ル
の
用
語
を
用
い
れ
ば
「
差
異
法

（m
ethod of difference

）」
を
用
い
た
事
例
選
択
、
プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ル

ス
キ
と
ト
ゥ
ニ
の
用
語
を
用
い
れ
ば
「
最
も
類
似
し
た
シ
ス
テ
ム
・

デ
ザ
イ
ン
（m

ost sim
ilar system

s design

）」
で
あ
る
（M

ill 
1843 ; Przew

orski &
 T

eune 1970

）。
こ
の
場
合
、
似
て
い
る
要

素
（
両
方
の
国
・
地
域
で
共
有
さ
れ
て
い
る
要
因
）
は
、
異
な
る
結

果
を
説
明
す
る
こ
と
が
当
然
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
二
つ

の
国
・
地
域
に
お
い
て
異
な
る
結
果
を
説
明
し
て
い
る
少
数
の
要
因

を
析
出
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
「
似
て
い
る
要
素
」
が
、

あ
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
お
け
る
既
存
理
論
が
重
視
す
る
要
因
で
あ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
事
例
の
組
み
合
わ
せ
の
存
在
は
通
説
に
反
す
る
パ

ズ
ル
と
な
る
。

つ
ぎ
に
、
二
つ
の
国
な
い
し
地
域
が
、
多
く
の
点
で
非
常
に
異

な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
考
察
対
象
と
な
る
現
象
で
は
同
じ

状
況
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ミ
ル
の
用
語
を
用
い

れ
ば
「
一
致
法
（m

ethod of agreem
ent

）」、
プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ル
ス

キ
と
ト
ゥ
ニ
の
用
語
を
用
い
れ
ば
「
最
も
異
な
る
シ
ス
テ
ム
・
デ
ザ

イ
ン
（m

ost different system
s design

）」
に
基
づ
く
事
例
選
択

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
の
組
み
合
わ
せ
を
比
較
す
る
場
合
に

は
、
国
・
地
域
間
で
異
な
っ
て
い
る
要
因
は
、
同
じ
結
果
が
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
を
当
然
説
明
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
も
し

二
つ
の
国
・
地
域
で
似
た
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
類
似
の
現
象
が
生

じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
、
特
殊
な
国
・
地
域
・
時
代
と
い
っ
た
文
脈
に
よ
ら
ず
、
普
遍
的

に
あ
る
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
（
可
能
性
が
高
い
）
と
い
う
こ

と
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

２
理
論
に
対
す
る
含
意
を
考
察
す
る

も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
点
は
、
理
論
に
対
す
る
含
意
を
考
察
す
る

こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
特
定
の
時
期
・
国
・
地
域
に
つ
い
て

の
事
実
の
記
述
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
「
現
実
」
に
つ
い
て
の
理
解

を
読
者
が
得
た
と
き
、
そ
れ
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
内
で
受
容
さ
れ
て
い

る
既
存
理
論
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
説
明
す
る

こ
と
で
あ
る
。
大
き
く
分
け
て
、
既
存
理
論
を
補
う
と
い
う
方
向
性

と
、
既
存
理
論
を
否
定
な
い
し
修
正
・
改
変
す
る
と
い
う
方
向
性
が

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
一
般
的
な
理
論
と
計
量
分
析
に
よ
っ
て
「
通
説
」
に

な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
因
果
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
必
ず
し
も
明
確
で
な

く
、
そ
れ
に
関
す
る
具
体
的
事
例
の
描
写
も
ま
だ
あ
ま
り
な
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
な
ら
ば
、
特
定
の
国
に
お
け
る
現
象
を
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点
は
正
し
く
て
も
、
そ
の
ど
ち
ら
が
原
因
で
ど
ち
ら
が
結
果
か
を
理

論
な
い
し
分
析
者
の
前
提
が
誤
っ
て
捉
え
て
い
る
可
能
性
は
存
在
す

る
。
も
し
単
一
な
い
し
少
数
の
事
例
の
観
察
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
で

も
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
因
果
関
係
が
、
計
量
分
析
に
お
い
て
想

定
さ
れ
て
い
る
因
果
関
係
と
逆
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
計

量
分
析
に
基
づ
く
議
論
に
対
す
る
強
力
な
批
判
と
な
る
。
そ
の
計
量

分
析
を
行
っ
た
分
析
者
が
想
定
し
て
い
た
理
論
な
い
し
前
提
が
完
全

に
誤
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ゲ
ー
ム
理
論
や
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
オ
リ
ー
を
用
い
て
演
繹
的
に
構
築

さ
れ
た
一
般
理
論
へ
の
反
論
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
も
っ
と
も
有
効
な
地
域
研
究
（
事
例
分
析
）
か
ら
の
批
判
は
、
理

論
の
前
提
（assum

ptions

）
を
問
題
視
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
計
量
の
示
す
結
論
は
確
率
論
的
で
あ
る
。
し
か
し
理
論

が
演
繹
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
何
ら

か
の
前
提
が
存
在
し
、
そ
の
前
提
は
断
定
的
に
「
正
し
い
も
の
」
と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
前
提
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
行
う
す

べ
て
の
演
繹
の
妥
当
性
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
理
論
の

前
提
は
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
の
裏
付
け
な
し
に
設
定
さ
れ
て
い
る
場

合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
計
量
分
析
の
結
果
と
異
な
り
、
理
論
の
前
提

に
関
す
る
議
論
は
基
本
的
に
断
定
的
で
、
正
し
い
か
、
正
し
く
な
い

か
の
ど
ち
ら
か
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
、
単
一
事
例
の
観
察
に
基
づ

く
結
論
で
あ
っ
て
も
、
理
論
の
前
提
を
否
定
す
る
客
観
的
根
拠
に
十

分
な
り
得
る
。
あ
る
事
例
の
観
察
か
ら
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
理
論

の
前
提
を
覆
し
、
よ
り
現
実
的
な
前
提
は
何
か
を
示
す
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
あ
ら
た
な
理
論
の
可
能
性
、
そ
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
な

り
、
地
域
研
究
の
成
果
は
理
論
家
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
刺
激
的
な

も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
演
繹
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

一
般
理
論
に
お
い
て
も
、
暗
黙
の
前
提
、
隠
さ
れ
た
前
提
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
れ
が
何
か
を
探
し
出
し
、
事
例

研
究
の
成
果
を
そ
こ
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
考

え
る
こ
と
が
、
地
域
研
究
と
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
結
び
付
け
る
ひ
と
つ

の
方
法
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
地
域
研
究
に
お
け
る
知
見
を
理
論
・
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

内
で
の
議
論
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る
う
え
で
、
最
も
有
効
な

（
そ
し
て
興
味
深
い
）
方
法
は
、
各
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
理
論
家
と
実

際
に
（
物
理
的
に
）
対
話
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る＊

９

。
地

域
研
究
者
が
理
論
家
に
対
し
て
あ
る
地
域
で
起
こ
っ
て
い
る
現
象
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
理
論
家
が
「
こ
の
地
域
の
事
例
は
あ
の

理
論
の
前
提
を
否
定
す
る
根
拠
に
な
る
」「
こ
の
地
域
の
事
例
か
ら

新
た
な
理
論
が
構
築
で
き
る
」
と
い
っ
た
着
想
を
得
る
か
も
し
れ
な

い
。
逆
に
、
理
論
家
か
ら
最
先
端
の
理
論
に
つ
い
て
の
説
明
を
受

け
、
そ
の
理
論
の
問
題
点
（
た
と
え
ば
前
提
の
非
現
実
性
）
に
地
域

研
究
者
が
気
付
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
着
想
が
、
新
た

な
理
論
や
仮
説
、
そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
の
新
た
な
実
証
的
知
見
を

生
み
出
す
。
欧
米
で
、
理
論
家
と
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
現
象
・
地
域

の
専
門
家
が
共
同
研
究
を
行
う
こ
と
で
多
く
の
興
味
深
い
理
論
と
実

確
認
・
記
述
し
、
あ
る
理
論
が
想
定
す
る
因
果
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
実
際

に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
そ
も
そ
も
理
論
で
は

不
明
確
だ
っ
た
因
果
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
具
体
的
に
示
し
た
り
す
る
役
割

を
地
域
研
究
が
担
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、
既
存
の
理
論
を

補
い
、
そ
れ
を
強
化
す
る
方
向
性
の
役
割
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
よ
り
刺
激
的
で
知
的
関
心
を
喚
起
し
や
す
い
の
は
、
既

存
理
論
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の
修
正
・
改
変
を
行
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
先
述
の
よ
う
に
、
既
存
理
論
・
通
説
で
は
説
明

で
き
な
い
事
例
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
自
体
が
興
味
深
い
パ

ズ
ル
と
な
る
。
そ
う
し
た
事
例
を
深
く
考
察
し
分
析
す
る
こ
と
に
よ

り
、
新
た
な
理
論
を
構
築
し
、
既
存
理
論
を
修
正
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
地
域
研
究
（
事
例
分
析
）
が
そ
の
強
み
を
発
揮
で
き
る
と

思
わ
れ
る
の
が
、
一
般
的
傾
向
か
ら
外
れ
た
逸
脱
事
例
（
計
量
分
析

で
い
うoutlier

＝
外
れ
値
）
の
研
究
で
あ
る
。
計
量
的
分
析
が
示
す

の
は
あ
く
ま
で
「
一
般
的
傾
向
」、
つ
ま
り
サ
ン
プ
ル
で
観
察
さ
れ

る
傾
向
が
お
そ
ら
く
現
実
の
傾
向
（
母
集
団
に
お
け
る
傾
向
）
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
主
張
は
つ
ね
に
確
率
論
的
（probabilistic

）
で

あ
る
の
で
、
逸
脱
事
例
の
存
在
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
が
少
数
で
あ
る

か
ぎ
り
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
計
量
分
析
で
は
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
が

平
等
に
考
慮
さ
れ
る
の
で
、
逸
脱
事
例
だ
け
が
特
別
に
考
察
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
逸
脱
事
例
の
存
在
は
、
事
例

分
析
に
と
っ
て
魅
力
的
な
も
の
に
な
り
得
る
。
そ
の
事
例
が
一
般
的

傾
向
か
ら
外
れ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
既
存
理
論

が
考
慮
し
て
い
な
い
重
要
な
未
知
の
要
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
逸
脱
事
例
を
深
く

研
究
す
る
こ
と
で
、
あ
る
現
象
を
説
明
す
る
新
た
な
要
因
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
逸
脱
事
例
は
、
新

た
な
理
論
・
仮
説
の
構
築
が
強
み
で
あ
る
地
域
研
究
（
事
例
分
析
）

に
と
っ
て
、
重
要
な
分
析
対
象
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
逸

脱
事
例
に
基
づ
く
（
地
域
研
究
者
か
ら
の
）
反
論
が
、
単
に
一
般
的

傾
向
に
反
す
る
事
例
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
事

例
が
な
ぜ
一
般
的
傾
向
に
反
す
る
か
を
説
明
し
、
既
存
理
論
が
無
視

し
て
い
る
別
の
重
要
な
要
因
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
、
既
存
理
論
に
お
い
て
「
変
数
欠
落
バ
イ
ア
ス
（om

itted 
variable bias

）」（K
ing et al 1994

）
が
存
在
す
る
可
能
性
を
指
摘

し
て
い
る
点
で
、
計
量
分
析
に
基
づ
い
て
一
般
的
傾
向
を
指
摘
す
る

議
論
に
対
す
る
重
要
な
批
判
と
な
る
だ
ろ
う
。

計
量
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
相
関
関
係
」「
一
般
的

傾
向
」、
そ
し
て
そ
れ
に
依
拠
し
て
妥
当
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
理

論
に
対
し
て
、
地
域
研
究
・
事
例
分
析
か
ら
の
批
判
と
し
て
、
因
果

の
方
向
性
を
問
題
視
す
る
こ
と
も
有
効
だ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
計
量
分
析
が
示
す
の
は
あ
く
ま
で
相
関
関
係
で
あ
り
、
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
（
ど
ち
ら
が
原
因
で
ど
ち
ら
が
結
果
か
）

は
理
論
や
分
析
者
の
前
提
に
よ
る
。
相
関
関
係
が
現
実
に
存
在
す
る
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を
お
き
、
分
析
の
た
め
の
資
料
を
直
接
収
集
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
現
地
調
査
・
資
料
収
集
は
現
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
つ
ね
に
多
く
の
不
確
実
性
が
つ
き
ま
と
う
。
し

か
し
、
地
域
研
究
に
内
在
す
る
こ
の
不
確
実
性
は
、
現
地
を
訪
れ
る

前
に
は
思
い
つ
き
も
し
な
か
っ
た
問
題
を
発
見
し
た
り
、
使
う
こ
と

を
検
討
す
ら
し
な
か
っ
た
面
白
い
資
料
の
存
在
に
気
づ
い
た
り
す
る

機
会
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
不
確
実
性
を
恐
れ
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
不
確
実
性
を
自
分
の
味
方
に
す
る
よ
う
に
努
力
す

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

◉
注

＊ 

１ 

こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
比
較
政
治
学
」
や
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が

全
世
界
に
適
用
可
能
な
普
遍
的
理
論
を
め
ざ
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
め

ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
定
の

事
象
や
限
定
的
な
分
析
対
象
（
た
と
え
ば
、
全
世
界
で
は
な
く
、「
旧

ソ
連
・
東
欧
」
や
「
中
東
」
と
い
っ
た
地
域
）
を
説
明
す
る
た
め
の
特

殊
理
論
を
志
向
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
社
会
学
の
分
野
で

「
中
範
囲
の
理
論
」
の
必
要
性
を
強
調
し
た
マ
ー
ト
ン
の
議
論
（M

erton 
1949

）
を
参
照
。

＊ 

２ 

と
く
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
歴
史
学
の
よ
う
に
資
料
に
基
づ
く
記
述

を
重
ん
じ
る
分
野
で
さ
え
、「
記
述
」
と
い
う
言
葉
に
蔑
視
的
な
含
み
が

あ
る
。
高
根
が
こ
の
点
に
つ
い
て
、
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
て
い
き
い

き
と
描
い
て
い
る
。
高
根
（
一
九
七
九
：
四
一
―
四
四
）
を
参
照
。

＊ 

３ 

た
だ
し
、
注
１
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
少
数
事
例
の
観
察
を
も
と

に
導
出
さ
れ
た
一
般
的
な
議
論
（
理
論
）
が
、
そ
の
事
例
の
説
明
だ
け

に
限
定
さ
れ
た
「
中
範
囲
の
理
論
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
的
妥
当
性

（
そ
の
事
例
を
超
え
て
他
の
事
例
に
も
妥
当
す
る
か
否
か
）
は
必
ず
し

も
問
題
と
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
も
し
そ
の
理
論
が
そ
の
事
例
に
し

か
妥
当
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
理
論
が
他
の
事
例
に
は
妥
当

し
な
い
の
か
を
理
論
的
に
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
よ
う
。
し
た
が
っ

て
、
結
局
は
「
中
範
囲
の
理
論
」
が
妥
当
す
る
か
否
か
を
理
論
的
に
説

明
す
る
よ
り
一
般
的
な
議
論
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

＊ 

４ 

マ
ー
ト
ン
は
、（
地
域
研
究
に
よ
っ
て
深
め
る
こ
と
の
で
き
る
よ

う
な
）「
対
象
の
熟
知
」
が
「
理
論
的
に
鋭
い
感
覚
」
と
出
合
う
と
き
、

科
学
者
を
驚
か
せ
理
論
の
探
求
へ
と
向
か
わ
せ
る
よ
う
な
偶
然
的
経
験

が
理
論
の
発
展
を
促
す
機
能
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
偶
然
的
経
験
を
「
セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
（serendipity

）」
と
呼

ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
河
村
（
二
〇
〇
五
）
を
参
照
。

＊ 

５ 

こ
の
点
で
も
っ
と
も
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
擬
似
相

関
（spurious correlation

）
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
と

Ｙ
に
見
ら
れ
る
相
関
は
、
実
際
に
は
観
察
（
考
慮
）
さ
れ
て
い
な
い
変

数
Ｚ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
Ｘ
と
Ｙ
の
間
に
は
何
の
因
果

関
係
も
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
あ
る
国
の
各
地
区
の
コ
ウ
ノ
ト
リ

の
数
と
妊
娠
率
に
有
意
な
相
関
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
何
の
因
果
関
係

も
な
く
、
別
の
変
数
（
た
と
え
ば
、
都
市
部
か
農
村
部
か
）
が
両
者
を

説
明
し
て
い
る
場
合
に
は
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
数
と
妊
娠
率
の
間
に
見
ら

れ
る
の
は
擬
似
相
関
に
過
ぎ
な
い
（Goertz &

 M
ahoney 2010

）。

現
在
で
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
数
と
妊
娠
率
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
い

う
議
論
を
馬
鹿
げ
た
迷
信
と
考
え
る
人
が
多
い
の
は
、
妊
娠
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
す
で
に
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
何
の
影
響
も

証
的
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
地
域
研
究
者
と
理
論
家
の
物

理
的
な
対
話
の
有
効
性
を
何
よ
り
も
よ
く
示
し
て
い
る＊

10

。
日
本
で

は
、
地
域
研
究
者
は
地
域
研
究
者
（
し
か
も
、
と
く
に
同
一
地
域
を

研
究
す
る
研
究
者
）、
理
論
家
は
理
論
家
で
固
ま
る
傾
向
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
専
門
家
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
地
域
の
専
門
家
が
物
理
的
に
対
話
す
る
場
（
大
学
で
の
教

育
と
研
究
、
学
会
、
研
究
会
な
ど
）
を
も
っ
と
増
や
し
、
そ
れ
を
制

度
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
地
域
研
究
と
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
相
互
作
用

を
活
発
化
し
、
多
く
の
画
期
的
研
究
を
生
み
出
す
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
地
域
研
究
の
関
係
と
い
う
視
点
か

ら
、
地
域
研
究
の
強
み
や
意
義
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て

考
察
し
て
き
た
。「
地
域
研
究
の
方
法
論
」
と
い
う
言
葉
が
、「
ど
の

よ
う
に
地
域
研
究
を
行
う
の
か
」
を
示
す
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る

な
ら
ば
、
本
稿
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
を
読
者
に
示
せ
て
い
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
域
研
究
と
い
う
方
法
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
ど
の
よ
う
に
方
法
論
的
に
位
置
付
け
る
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
議
論
を
示
す
こ
と
を
試
み
た
つ

も
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
稿
は
、
地
域
研
究
の
方
法
論
と
い
う

よ
り
は
、
方
法
論
か
ら
見
た
地
域
研
究
論
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。筆

者
は
、
所
属
す
る
大
学
院
で
未
熟
な
が
ら
「
方
法
論
教
育
」
に

携
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
方
法
論
教
育
の
意
義
と
同
時
に

限
界
を
痛
切
に
感
じ
て
い
る
。
方
法
論
を
学
ぶ
こ
と
の
最
大
の
意
義

は
、
お
そ
ら
く
、
何
を
す
べ
き
で
な
い
か
を
理
解
で
き
る
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
方
法
論
的
に
誤
っ
た
や
り
方
で
研
究
を
行
う

（
し
た
が
っ
て
、
膨
大
な
労
力
や
資
源
を
投
入
し
た
の
に
、
そ
こ
で
得

た
デ
ー
タ
や
資
料
は
適
切
な
推
論
を
行
う
う
え
で
使
い
物
に
な
ら
な

い
）
こ
と
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
方
法
論
を
学
べ
ば
、
あ

る
目
的
を
定
め
た
時
に
そ
れ
に
最
も
適
切
な
方
法
（
道
具
）
は
何
か

を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う

な
目
的
に
使
う
か
は
結
局
分
析
者
し
だ
い
で
あ
り
、
教
科
書
は
そ
れ

を
教
え
て
く
れ
な
い
。
方
法
論
を
学
ん
で
も
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の

高
い
興
味
深
い
研
究
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

他
の
多
く
の
人
が
見
過
ご
し
て
い
る
問
題
を
発
見
す
る
嗅
覚
、
そ
れ

を
学
術
的
に
興
味
深
い
問
題
と
し
て
定
式
化
す
る
能
力
、
問
題
に
答

え
る
た
め
に
そ
れ
ま
で
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
事
例
を
調
べ

た
り
新
し
い
方
法
や
資
料
や
デ
ー
タ
を
使
っ
た
り
す
る
発
想
な
ど

の
、
決
し
て
画
一
的
に
教
え
る
こ
と
も
学
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
要
素

が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る＊

11

。

こ
こ
に
こ
そ
、
地
域
研
究
の
最
大
の
強
み
と
魅
力
が
あ
る
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
。
地
域
研
究
の
根
幹
は
、
現
地
に
分
析
者
が
直
接
身
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ぼ
し
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あ
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さ
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な
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じ
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