
特
集
１

社会主義における政治と学知
普遍的イデオロギーと社会主義体制の地域化

社
会
主
義
と
は
何
か
。
こ
の
永
遠
か
つ
普
遍
の
問
題
に
、

い
ま
地
域
の
視
点
か
ら
改
め
て
迫
る
。
鍵
は
政
治
や
経
済

で
は
な
く
、
文
化
、
芸
術
、
科
学
な
ど
人
々
の
精
神
世
界

で
あ
り
、
そ
れ
は
永
遠
と
地
域
を
つ
な
ぎ
、
人
間
と
自
然

を
つ
な
ぐ
知
的
な
活
動
の
領
域
で
あ
る
。
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ソ
連
体
制
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
か
つ
て
マ
ー
テ
ィ
ン
・

メ
イ
リ
ア
が
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
治
が
体

制
の
「
土
台
」
を
形
成
し
、
そ
こ
か
ら
社
会
経
済
制
度
が
生

み
出
さ
れ
る
、「
倒
立
し
た
」
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
メ

イ
リ
ア
自
身
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

を
基
盤
と
す
る
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
（
メ
イ
リ
ア 1997

）。

ソ
連
の
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
社
会
主
義
は
、
啓
蒙

主
義
、
あ
る
い
は
近
代
合
理
主
義
の
究
極
の
形
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
こ
の
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
実
世
界
に
対

し
て
、
普
遍
的
な
知
の
正
当
性
を
優
先
さ
せ
、
知
の
合
理
性

に
よ
っ
て
、
人
間
社
会
と
自
然
界
を
改
造
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
改
造
の
具
体
的
で
専
門
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
司
っ
た
の

が
、
学
知
で
あ
る
。

二
〇
〇
六
年
に
は
岩
波
講
座
か
ら
『「
帝
国
」
日
本
の
学

知
』
と
題
し
た
シ
リ
ー
ズ
が
八
巻
本
で
創
刊
さ
れ
た
。
こ
の

シ
リ
ー
ズ
は
、
学
知
を
主
題
と
し
な
が
ら
、「
帝
国
」
日
本

に
よ
る
植
民
地
支
配
（
そ
れ
へ
の
抵
抗
）
だ
け
で
は
な
く
、

ア
ジ
ア
の
地
域
概
念
の
変
遷
を
も
含
め
た
広
域
的
で
複
眼
的

な
視
点
か
ら
、
近
代
日
本
の
知
の
あ
り
よ
う
を
問
う
た
（
酒

井
編 2006

）。
近
代
に
お
い
て
、
人
間
社
会
や
自
然
環
境
の

改
変
、
国
家
や
地
域
の
形
成
、
居
住
空
間
や
思
考
の
変
容
を

促
す
具
体
的
な
技
術
と
な
っ
た
の
は
、
専
門
的
な
知
性
で
あ

る
学
知
で
あ
っ
た
。
当
シ
リ
ー
ズ
の
発
刊
は
、
学
知
そ
の
も

 
特
集
―

１ 

社
会
主
義
に
お
け
る
政
治
と
学
知 

﹇
特
集
に
あ
た
っ
て
﹈

学
知
は
ソ
連
体
制
を
ど
う
構
築
し
た
か
？

―
―
自
然
科
学
、
歴
史
学
、
建
築
学
、
地
理
学
を
手
が
か
り
に

 

青
島
陽
子

の
を
、
改
め
て
学
術
的
な
研
究
対
象
と
す
る
動
き
が
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
動
向
を
踏
ま
え
た
と
き
、
社
会
主
義
に
お
け
る

学
知
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
に
は
、
十
分
な
意
義
が
存
在

す
る
よ
う
に
思
え
る
。
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
主
義
と

は
、
西
欧
近
代
の
成
果
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
が
生
ん

だ
弊
害
で
あ
る
と
こ
ろ
の
階
級
的
、
民
族
的
な
不
平
等
や
抑

圧
を
解
消
し
、
人
間
社
会
や
自
然
界
を
、
人
間
の
幸
福
を
最

大
に
す
る
た
め
に
計
画
的
に
改
造
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
社
会
主
義
体
制
に
お
い
て
、
西

欧
の
諸
学
に
起
源
を
も
つ
学
知
や
学
知
を
司
る
知
識
人
が
果

た
し
た
役
割
は
、
他
の
体
制
に
お
け
る
よ
り
も
大
き
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
冒
頭
の

メ
イ
リ
ア
の
言
に
あ
る
よ
う
に
、「
倒
立
し
た
世
界
」
で
あ

る
ソ
連
体
制
に
は
十
分
に
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。実

際
、
旧
社
会
主
義
圏
に
お
け
る
学
知
の
再
考
作
業
は
、

す
で
に
高
倉
浩
樹
・
佐
々
木
史
郎
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ

て
、
人
類
学
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
先
駆
的
に
始
め
ら
れ
て

い
る
。
両
者
が
編
者
と
な
っ
た
論
集
『
ポ
ス
ト
社
会
主
義
人

類
学
の
射
程
』
で
は
、「
ポ
ス
ト
社
会
主
義
圏
」
を
、
第
一

世
界
・
第
三
世
界
と
は
異
な
る
近
代
性
概
念
を
も
つ
、
第

二
世
界
を
経
験
し
た
世
界
と
す
る
。
そ
し
て
、「
ポ
ス
ト
社

会
主
義
圏
」
の
人
類
学
を
、「
西
欧
的
と
さ
れ
て
き
た
近
代

に
関
わ
る
諸
制
度
・
諸
概
念
の
新
た
な
意
味
で
の
概
念
再

考
」
で
あ
る
と
規
定
し
（
高
倉 2008: 6

）、
ソ
連
社
会
に
お

け
る
人
類
学
、
お
よ
び
そ
の
隣
接
諸
科
学
を
考
察
対
象
と
し

た
（
高
倉
・
佐
々
木
編 2008

）。
こ
の
な
か
で
、
渡
辺
日
日

は
、
ソ
連
固
有
の
社
会
構
造
と
、
人
類
学
の
学
説
と
の
関
連

性
を
析
出
す
る
必
要
性
を
説
き
、
た
ん
に
政
治
が
学
説
を
統

制
し
た
側
面
の
み
な
ら
ず
、「
学
説
や
理
論
に
内
在
す
る
論

理
の
流
れ
を
追
跡
し
、
理
論
固
有
の
論
理
が
そ
れ
を
超
え
て

政
策
な
ど
の
実
際
レ
ベ
ル
に
反
作
用
し
て
し
ま
う
様
な
相
互

性
を
見
極
め
る
作
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
（
渡

辺 2008: 66-67

）。
本
特
集
は
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
を
ふ

ま
え
つ
つ
、
ま
ず
は
、
ソ
連
体
制
に
お
け
る
学
知
全
般
を
研

究
対
象
と
し
、
自
然
科
学
、
歴
史
学
、
建
築
学
、
地
理
学
と

い
う
四
つ
の
学
知
を
扱
っ
た
論
文
を
提
示
す
る
。
こ
れ
ら
の

論
文
の
議
論
を
通
じ
て
、
世
界
に
広
ま
っ
た
社
会
主
義
体
制

を
、
学
知
と
い
う
観
点
か
ら
新
た
に
研
究
す
る
こ
と
の
学
術

的
な
可
能
性
を
示
し
て
み
た
い
。

社
会
主
義
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
広
大
な
地
域
を
支
配
す
る

体
制
と
し
て
ソ
連
を
生
み
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
に

広
ま
り
、
各
地
で
地
域
的
な
社
会
主
義
体
制
を
つ
く
り
あ
げ

た
（
塩
川 1999

参
照
）。
社
会
主
義
に
お
け
る
学
知
の
探
求
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は
、
社
会
主
義
と
い
う
世
界
に
広
ま
っ
た
普
遍
的
な
体
制

が
、
当
地
の
住
民
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
地
域
的
な
体
制
へ

と
変
貌
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
解
体
し

て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
与
え
る
。
こ

こ
で
い
う
「
地
域
」
と
は
、個
性
的
な
伝
統
・
文
化
・
社
会
・

自
然
を
伴
う
、
一
定
の
空
間
的
範
囲
を
含
意
す
る
が
、
明
確

な
定
義
や
「
地
域
」
区
分
の
方
法
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
地
域
」
と
は
、
社
会
主
義
と

い
う
新
し
い
体
制
が
土
着
の
世
界
と
融
合
す
る
こ
と
で
構
築

さ
れ
る
、
新
し
い
空
間
的
な
単
位
を
指
し
、
そ
の
意
味
で
、

そ
の
境
界
は
可
変
的
で
流
動
的
で
あ
る
（
矢
野
編 1993

参

照
）。
こ
う
し
た
新
し
い
「
地
域
」
を
創
造
す
る
さ
い
の
具

体
的
な
過
程
に
お
い
て
、
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
の
が
、

学
知
で
あ
る
。

学
知
の
機
能
は
、
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
学
問
的

な
立
場
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
学
知
は
、

実
践
的
な
技
術
知
で
も
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
伝
統
的
な
社
会

体
制
や
自
然
環
境
と
い
う
、
地
域
固
有
の
事
象
に
直
接
的
に

対
応
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
広
義
の
学
知
に
は
、

音
楽
、
映
画
、
美
術
、
文
学
な
ど
の
芸
術
や
、
テ
レ
ビ
、
ラ

ジ
オ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
も
含
ま
れ
る
。
芸
術

や
メ
デ
ィ
ア
は
、
広
範
囲
の
大
衆
の
世
界
観
を
か
た
ち
づ
く

る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
該
地
域
の
大
衆
が
も
つ
欲
求

を
映
し
出
す
鏡
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
主
義
の

学
知
は
、
普
遍
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
奉
じ
な
が
ら
、
社
会

主
義
が
世
界
に
波
及
す
る
の
を
支
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
地

域
固
有
の
人
間
・
社
会
・
自
然
に
あ
わ
せ
て
、
普
遍
的
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
修
正
し
、
と
き
に
は
解
体
し
て
い
く
作
業
を

も
担
っ
た
。
本
特
集
が
社
会
主
義
の
学
知
を
分
析
対
象
と
す

る
の
は
、こ
う
し
た
「
地
域
」（
そ
の
内
部
で
の
さ
ら
な
る
「
地

域
」
区
分
）
を
生
産
・
改
変
・
解
体
す
る
さ
い
の
、
認
識
論

的
地
平
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
か
ら
で
も
あ
る
。

ソ
連
の
解
体
は
、
あ
る
固
定
さ
れ
た
領
域
に
お
け
る
体
制

転
換
（
市
場
経
済
へ
の
移
行
や
民
主
化
）
を
意
味
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
国
家
・
地
域
概
念
や
住
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
そ
の
も
の
が
根
本
的
に
解
体
さ
れ
る
現
象
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
、人
々
の
生
活
を
区
切
っ
て
い
た
境
界
が
、

そ
も
そ
も
き
わ
め
て
流
動
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
改
め
て
認

識
す
る
契
機
と
も
な
っ
た
。
現
在
の
研
究
課
題
の
ひ
と
つ

は
、
多
民
族
で
多
様
な
自
然
的
条
件
を
も
つ
ユ
ー
ラ
シ
ア
の

巨
大
な
空
間
が
、
ど
の
よ
う
に
、
ソ
連
と
し
て
の
地
域
的
な

ま
と
ま
り
を
形
成
し
、
さ
ら
に
は
分
裂
・
崩
壊
し
た
の
か
、

そ
の
具
体
的
な
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（
家

田
編 2008
）。

こ
の
問
題
は
、
ソ
連
を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
、
世
界
の
各

地
に
生
み
出
さ
れ
た
、
新
し
い
社
会
主
義
の
諸
体
制
に
も
敷

衍
さ
れ
う
る
。
各
地
の
新
政
権
は
、
ソ
連
が
支
配
し
た
地
域

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
歴
史
・
民
族
・
自
然
の
な
か
で
、
社

会
主
義
を
標
榜
す
る
体
制
を
築
い
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
新

政
権
は
、
社
会
主
義
と
い
う
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ

な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
新
し
い
地
域
的
な
体
制
を
構
築
し
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
さ
い
、
人
々
の
生
活
空
間
に
、

ど
の
よ
う
に
新
し
い
仕
切
り
を
加
え
、
新
し
い
価
値
観
を
埋

め
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
伝
統
的
な
地
域
概
念
や
、

生
活
習
慣
や
価
値
観
、
制
度
と
は
、
ど
の
よ
う
に
融
合
し
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
学
知
と
い
う
切
り
口
は
、
こ
う
し
た

問
題
に
新
た
な
視
点
か
ら
取
り
組
む
糸
口
と
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
諸
研
究
は
、
学
知
を
扱
う
さ
い
、
権
威
主
義
的
体

制
と
そ
れ
を
維
持
す
る
支
配
の
装
置
と
し
て
の
学
知
と
い
う

観
点
か
、
権
威
主
義
的
体
制
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
知
識
人
の

武
器
と
し
て
の
学
知
と
い
う
観
点
と
い
う
、
学
知
の
政
治
的

機
能
に
関
心
が
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
本
特
集
で
は
、
学
知
の
も
つ
内
的
論
理
と
、
実

際
の
学
知
の
実
践
過
程
に
重
点
を
お
き
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

学
知
の
関
係
や
、
学
知
に
よ
る
具
体
的
な
人
間
・
社
会
・
自

然
の
変
容
の
過
程
を
分
析
す
る
。
こ
う
し
た
分
析
を
通
じ

て
、
社
会
主
義
の
普
遍
性
と
地
域
形
成
と
を
つ
な
ぐ
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

金
山
論
文
は
、
学
知
が
た
ん
な
る
政
治
の
道
具
で
は
な

く
、
体
制
の
不
備
を
認
識
し
、
そ
の
変
容
を
促
す
だ
け
の
自

律
性
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
金
山
は
、
ソ
連
体
制
下

で
物
理
学
者
が
、
欧
米
の
最
先
端
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ

な
が
ら
も
、
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
調
和
を
図
る
た
め

に
、
独
自
の
論
理
を
展
開
さ
せ
た
こ
と
を
、
物
理
学
の
専
門

的
議
論
に
踏
み
込
み
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
き
た
（
た
と
え

ば
、
金
山 2008

）。
本
論
文
で
は
、
そ
う
し
た
自
然
科
学
を

哲
学
的
に
解
釈
す
る
体
制
内
の
学
者
の
ひ
と
り
、
エ
ル
ン
ス

ト
・
コ
ー
リ
マ
ン
の
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
通
じ
て
、
自
然

科
学
の
論
理
と
地
域
化
し
た
社
会
主
義
体
制
の
相
克
を
描

く
。金

山
論
文
は
、
ソ
連
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
二
つ
の
普
遍

性
が
、地
域
化
し
た
社
会
主
義
体
制
（「
ソ
連
型
社
会
主
義
」）

の
権
威
主
義
化
（「
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
」
化
）
を
修
正
し
う
る

力
を
も
っ
て
い
た
と
論
じ
る
。
こ
の
普
遍
性
と
は
、
ひ
と
つ

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
基
盤
と
し
た
社
会
主
義
の
国
際
主
義

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
数
学
・
自
然
科
学
そ
れ
自
体
の

法
則
性
と
普
遍
性
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
基
盤
と
し
た

社
会
主
義
は
、
西
欧
近
代
の
成
果
を
吸
収
し
つ
つ
、
そ
の
歪

み
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
普
遍
的
な
試
み
と
し
て
の
正
当
性
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を
も
っ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
自
然
科
学
を
も
取
り
込
み

つ
つ
、
世
界
全
体
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
包
括
的
な
世
界
観

で
も
あ
っ
た
。
金
山
論
文
か
ら
は
、
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
、
近
代
の
諸
問
題
を
理
性
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と

す
る
知
識
人
を
魅
了
し
な
が
ら
、
世
界
的
に
広
ま
っ
た
理
由

が
、
理
解
さ
れ
よ
う
。

金
山
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
普
遍
性
ゆ
え
に
、
越
境
し

な
が
ら
生
き
る
コ
ー
リ
マ
ン
の
存
在
が
許
容
さ
れ
、
他
の
地

域
化
し
た
体
制
と
の
対
話
も
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
、
コ
ー

リ
マ
ン
が
ソ
連
体
制
独
自
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
解
釈
の
な
か

に
と
り
こ
ま
れ
つ
つ
も
、
学
問
と
し
て
の
内
的
論
理
を
失
う

こ
と
な
く
、
自
律
性
を
保
ち
え
た
の
で
あ
る
。
地
域
化
し
た

社
会
主
義
体
制
に
お
い
て
も
、
社
会
主
義
の
普
遍
性
と
学
知

の
普
遍
性
が
、
二
重
に
絡
み
な
が
ら
、
知
識
人
に
対
し
て
体

制
に
対
す
る
疑
義
を
抱
く
契
機
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。一

方
で
、
ソ
連
体
制
の
地
域
化
を
補
強
す
る
役
割
を
果
た

し
た
学
知
も
存
在
す
る
。
立
石
論
文
が
扱
う
の
は
、
そ
の
役

割
を
担
っ
た
歴
史
学
で
あ
る
。
当
初
、
歴
史
学
は
、
普
遍
的

な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
史
的
唯
物
論

を
、
自
国
の
歴
史
解
釈
に
適
応
し
つ
つ
、
ソ
連
体
制
を
正
当

化
し
た
。
立
石
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
解
釈
は
、
政
治
的
状

況
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
、
変
容
を
強
い
ら
れ
た
。
し
か
し

歴
史
学
者
は
、
た
ん
に
体
制
の
政
治
的
意
図
に
追
従
し
て
い

た
だ
け
で
は
な
く
、
外
的
圧
力
と
学
知
の
内
的
論
理
の
間
で

揺
れ
動
き
な
が
ら
、
歴
史
解
釈
を
内
在
的
に
修
正
し
て
い
っ

た
。
立
石
論
文
は
、
ソ
連
歴
史
学
が
、
革
命
前
の
政
権
の
植

民
地
支
配
を
ど
う
解
釈
し
た
か
、
と
い
う
問
題
を
分
析
し
な

が
ら
、
こ
う
し
た
歴
史
解
釈
の
変
遷
を
追
う
（
立
石 2008

参
照
）。

立
石
に
よ
れ
ば
、
ソ
連
政
権
の
誕
生
当
時
、
主
流
の
歴
史

学
は
、
政
治
と
歴
史
学
の
一
体
性
を
肯
定
し
、
重
視
し
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
政
治
へ
の
奉
仕
と
は
、
普
遍
主

義
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
へ
の
恭
順
で
あ
る
。
ソ
連
初

期
に
お
い
て
は
、
そ
の
論
理
に
し
た
が
い
、
ロ
シ
ア
帝
国
時

代
の
植
民
地
政
策
は
、
非
ロ
シ
ア
諸
民
族
の
抑
圧
で
あ
り
、

地
域
内
の
民
族
運
動
は
「
進
歩
的
民
族
解
放
運
動
」
と
解
釈

さ
れ
た
。
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
、
ソ
連
歴
史
学
は
、
抑
圧

さ
れ
た
諸
民
族
の
解
放
者
と
し
て
、
新
体
制
の
普
遍
的
な
正

当
性
を
強
調
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
解
釈
は
一
方
で
、
現
体
制
下
に
お
け
る
反
ソ
的

な
民
族
運
動
を
誘
発
す
る
契
機
と
も
な
り
、
ソ
連
の
地
域
支

配
に
は
む
し
ろ
不
利
に
働
く
側
面
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
登
場
、
独
ソ
戦
、
冷
戦
と
い
う
国
際
状

況
の
変
化
の
な
か
で
、
歴
史
学
で
は
、
周
辺
地
域
に
対
す
る

ロ
シ
ア
の
歴
史
的
な
支
配
が
正
当
化
さ
れ
始
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。
立
石
論
文
は
、
ソ
連
の
自
国
史
解
釈
が
、
時
間
軸

上
の
解
釈
を
媒
介
と
し
て
、
地
理
的
な
支
配
空
間
を
区
切

り
、
普
遍
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
恭
順
す
る
体
制
か
ら
、
地
域

的
な
体
制
へ
の
転
換
を
補
強
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を

示
す
。

住
民
の
生
活
空
間
の
改
造
の
問
題
に
ま
で
踏
み
込
み
な
が

ら
、
ソ
連
体
制
の
地
域
化
の
問
題
を
扱
っ
た
の
が
、
ソ
連
の

建
築
学
を
め
ぐ
る
池
田
論
文
で
あ
る
。
池
田
に
よ
れ
ば
、
ス

タ
ー
リ
ン
時
代
の
建
築
学
が
、
各
地
域
の
伝
統
的
で
「
民
族

的
」
な
生
活
様
式
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
近
代
的
な
居
住
空

間
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
を
ソ
連
の
一
員
に
鍛
え

上
げ
て
い
く
と
い
う
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」

の
作
業
を
補
強
し
た
と
い
う
（
池
田 2009

参
照
）。池
田
は
、

各
地
域
の
建
築
家
が
、
当
地
の
住
民
の
「
日
常
生
活
の
あ
り

様
」
を
意
識
し
な
が
ら
、
主
体
的
で
創
造
的
な
空
間
の
再
編

に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
光
を
あ
て
る
。
こ
の
分
析
を
通
じ

て
、
建
築
学
と
い
う
実
践
的
な
技
術
知
と
し
て
の
学
知
が
、

体
制
と
地
域
住
民
の
日
常
生
活
と
を
つ
な
ぐ
媒
介
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

池
田
に
よ
れ
ば
、
建
築
学
に
お
け
る
「
民
族
的
な
形
象
」

の
取
り
込
み
は
、
当
初
、
各
民
族
共
和
国
の
建
築
様
式
の
探

究
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、
ロ
シ
ア
を
は
じ
め

と
す
る
ソ
連
の
中
核
地
域
で
は
、
む
し
ろ
、
帝
国
支
配
の
印

象
を
排
除
す
る
た
め
に
、
よ
り
普
遍
的
で
機
能
的
な
表
象
が

選
択
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
都
市
破

壊
を
経
て
、
ロ
シ
ア
そ
の
も
の
の
民
族
的
伝
統
の
再
評
価
が

起
こ
る
。
池
田
は
、
全
連
邦
農
業
博
覧
会
や
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
の

都
市
復
興
と
い
う
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ
の
変
化
を
視

覚
的
・
空
間
的
な
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

池
田
の
議
論
は
、
ド
イ
ツ
と
の
軋
轢
や
戦
争
を
経
て
、
普

遍
主
義
か
ら
地
域
主
義
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
点
で
は
、
立

石
論
文
の
議
論
と
重
な
る
。
さ
ら
に
池
田
論
文
は
、
こ
の
地

域
主
義
へ
の
転
換
が
、
ソ
連
の
支
配
地
域
を
超
え
て
、
他
地

域
に
波
及
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
北
京
の
事
例
を
あ
げ
て
示

す
。
北
京
で
も
ま
た
、
ソ
連
建
築
学
の
影
響
の
も
と
、
普
遍

的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
要
請
と
地
域
的
伝
統
と
の
融
合
が
め
ざ

さ
れ
、
民
族
的
伝
統
と
地
域
住
民
の
日
常
生
活
を
新
体
制
に

統
合
し
て
い
く
作
業
が
探
求
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
池
田

論
文
は
、
普
遍
主
義
を
標
榜
す
る
ソ
連
体
制
が
地
域
化
す
る

過
程
と
、
そ
の
地
域
化
の
方
法
が
他
地
域
の
モ
デ
ル
に
な
る

と
い
う
、
普
遍
主
義
と
地
域
主
義
の
二
重
の
交
錯
を
示
す
こ

と
に
な
ろ
う
。

広
大
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
地
域
を
統
治
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ソ

連
体
制
は
、
諸
民
族
や
そ
の
居
住
空
間
の
み
な
ら
ず
、
多
様

な
自
然
環
境
に
も
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
地
田

論
文
は
、
こ
の
自
然
環
境
の
把
握
・
分
類
・
開
発
に
取
り
組
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ん
だ
地
理
学
を
扱
う
（
地
田 2009

参
照
）。
地
田
は
、
ソ
連

内
の
地
域
区
分
が
、
多
様
な
方
法
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

着
目
す
る
。
民
族
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
行
政
地
域
、
経
済

的
分
業
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
経
済
地
域
、
自
然
環
境
に

よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
「
景
観
」
な
ど
で
あ
る
。
ソ
連
の
体
制

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
知
（
民
族
学
、
経
済
地
理
学
、
自
然
地

理
学
）
を
動
員
し
な
が
ら
、
ソ
連
内
の
地
域
区
分
の
あ
り
方

を
模
索
し
た
。
本
特
集
で
地
田
は
、
ソ
連
に
お
け
る
自
然
改

造
と
人
間
集
団
の
区
画
の
問
題
を
、
自
然
地
理
学
者
と
経
済

地
理
学
者
の
議
論
の
内
的
論
理
を
追
い
な
が
ら
、
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
。

地
田
に
よ
れ
ば
、
地
理
学
と
は
、
民
族
の
領
域
的
自
治
の

原
則
に
基
づ
い
て
区
切
ら
れ
た
行
政
的
な
区
画
と
は
別
に
、

余
剰
資
源
や
耕
作
可
能
地
の
発
見
な
ど
、
周
辺
地
域
の
経
済

開
発
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
学
問
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
理
学

に
は
、
地
球
環
境
の
自
律
的
な
発
展
性
を
重
視
す
る
自
然
地

理
学
と
、
自
然
環
境
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
除
い
て
、
合
理
的
な

経
済
的
分
業
の
原
則
に
重
き
を
お
く
経
済
地
理
学
が
存
在
し

た
。ス

タ
ー
リ
ン
が
、
戦
後
復
興
と
共
産
主
義
の
さ
ら
な
る
推

進
を
め
ざ
し
て
提
唱
し
た
「
自
然
改
造
」
は
、
両
者
の
議
論

に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
る
。
こ
の
と
き
、
経
済
地
理
学

者
か
ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
地
理
学
者
が
優
勢

と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
地
理
学
が
自
然
環
境
そ
れ
自

体
の
研
究
に
ま
さ
っ
た
う
え
に
、
環
境
発
展
と
生
物
圏
の
相

互
作
用
に
よ
る
自
然
環
境
の
変
化
と
い
う
、「
史
的
唯
物
論
」

的
観
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
自
然
地
理
学
が
「
自
然
改

造
」
に
寄
与
し
う
る
こ
と
を
示
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
期
の
自
然
開
発
は
、
民
族
地
域
や
経

済
分
業
の
論
理
で
は
な
く
、
そ
の
境
界
を
跨
ぐ
、
自
然
環
境

の
区
分
に
し
た
が
っ
て
、
進
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し

か
し
後
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
期
に
入
る
と
、
地
域
ご
と
の
経
済

開
発
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
経
済
地
理
学
が
優
勢
と
な
っ

て
い
く
。

地
田
の
論
文
か
ら
は
、
政
治
の
意
図
に
影
響
を
受
け
な
が

ら
も
、
む
し
ろ
、
各
学
知
の
自
律
的
な
発
展
が
、
政
策
を
具

体
的
な
形
で
支
え
、導
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

学
問
分
野
間
、
あ
る
い
は
、
学
閥
間
の
競
合
関
係
が
、
政
治

的
状
況
の
変
化
を
契
機
と
し
て
、
ど
の
理
論
が
学
問
的
指
導

性
や
政
治
へ
の
影
響
力
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
を
左
右
し
て

い
た
こ
と
も
、
浮
か
び
上
が
る
。

こ
れ
ら
四
本
の
論
文
は
、
ソ
連
に
お
け
る
知
の
あ
り
方
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
学
知
が
、
社
会
主
義
の
普

遍
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
修
正
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
既
存

の
社
会
や
自
然
環
境
を
改
造
し
、
地
域
住
民
を
取
り
込
ん

で
、
新
し
い
地
域
的
な
体
制
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
か
、
と

い
う
問
題
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
提
起
す
る
も
の

で
あ
る
。
今
後
さ
ら
に
、
芸
術
や
メ
デ
ィ
ア
を
も
含
む
、
多

様
な
学
知
を
視
野
に
入
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
地
の

社
会
主
義
体
制
に
お
け
る
知
識
人
の
役
割
、
大
衆
に
よ
る
権

力
の
認
識
の
さ
れ
方
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
伝
統
的

な
支
配
体
制
と
の
親
和
性
や
反
発
性
な
ど
、
座
談
会
に
お
い

て
言
及
さ
れ
た
論
点
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
が
、
社
会
主
義
、
西
欧
的
知
性
、
近

現
代
に
お
け
る
地
域
形
成
、
自
然
開
発
と
い
っ
た
問
題
に
、

新
し
い
研
究
上
の
視
点
を
与
え
る
も
の
と
期
待
し
た
い
。
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