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率
直
に
書
こ
う
。
最
初
に
本
特
集
を
読
ん
で
感
じ
た
の
は
違
和
感

で
あ
る
。
確
か
に
、
特
集
の
意
図
は
よ
く
わ
か
る
。
今
日
、
地
域
研

究
は
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
進
行
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル

化
は
主
と
し
て
国
民
国
家
の
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
「
地
域
」
の
枠
組

み
を
相
対
化
さ
せ
、
各
々
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
そ
の
研
究
手
法
を
精

緻
化
さ
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
よ
り
精
緻
か
つ
明
確
に
分
析
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
地
域
研
究
に
も
ま
た
「
方
法
論
」
が
必
要

で
あ
る
、
と
い
う
考
え
は
一
定
の
合
理
性
を
持
つ
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
本
特
集
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
も
う
一
つ
の
専
門

で
あ
る
政
治
学
の
立
場
か
ら
考
え
て
見
よ
う
。
ま
ず
政
治
学
と
は
何

よ
り
も
多
様
な
「
政
治
現
象
」
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
で
あ
っ

て
、「
政
治
学
と
い
う
方
法
論
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
学
問
で
は
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
れ
故
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
手
法
も
ま

た
、
分
析
対
象
の
特
質
に
よ
り
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
歴
史
学
的

手
法
を
用
い
る
者
も
あ
れ
ば
、
統
計
的
手
法
を
用
い
る
者
、
さ
ら
に

は
経
済
学
的
手
法
や
文
化
人
類
学
的
手
法
を
用
い
る
者
も
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
手
法
の
統
一
性
は
、
数
量
的
手
法
が
よ
り
発
達
し
て
い
る

経
済
学
の
場
合
に
は
よ
り
明
確
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
飽
く

ま
で
経
済
学
が
分
析
の
対
象
と
す
る
経
済
現
象

0

0

が
、
社
会
現
象
の
中

で
最
も
数
値
化
が
容
易
な
現
象
で
あ
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

言
い
換
え
る
な
ら
研
究
の
手
法
と
は
、
飽
く
ま
で
分
析
対
象
の
性

格
と
、
分
析
の
目
的
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
地
域

研
究
は
、
政
治
学
や
経
済
学
と
は
異
な
り
、
特
定
の
傾
き
を
持
っ
た

現
象
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
地
域
内
部
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
現
象

を
視
野
に
収
め
た
学
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
分
析
の
対
象
と
な
る
現

象
は
極
多
様
で
あ
り
、
分
析
手
法
も
多
様
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
研
究
手
法
を
考
え
る
上
で
は
、
研

究
者
個
々
の
特
定
の
学
問
分
野
に
対
す
る
思
い
い
れ
や
自
己
認
識
は

如
何
な
る
意
味
も
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
研
究
の
価
値
は
、
研
究

者
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
無
関
係
に
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
政
治
学
者
で
あ
る
の
か
地
域
研
究
者
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

は
何
ら
の
重
要
性
も
持
っ
て
い
な
い
。

本
特
集
の
諸
論
文
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
果
敢
に
切
り
込
ん
で

い
る
。
第
Ⅰ
部
の
山
本
論
文
「
地
域
研
究
方
法
論
」
は
こ
の
地
域
研

究
の
課
題
に
つ
い
て
広
範
に
論
じ
、
ま
た
続
く
、「
地
域
研
究　

現

場
の
悩
み
三
〇
問
」
で
は
、
今
日
の
地
域
研
究
が
直
面
す
る
課
題
が

率
直
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
引
き
続
く
第
Ⅱ
部
で
各
地
域
の
専
門
家

が
自
ら
の
経
験
か
ら
論
じ
た
後
、
第
Ⅲ
部
で
は
、
逆
に
各
々
の
研
究

者
が
自
ら
の
立
場
か
ら
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
分
析
に
は
明
確
な
限
界
が
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
多
く
の
論
考
が
「
地
域
研
究
者
」

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
示
さ
れ
た
多
く
も
、
分
析
的
と
い
う
よ
り
は

叙
述
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
読
者
、
と
く
に
若
い
研
究
者
に
と
っ
て
、

具
体
的
な
「
地
域
研
究
の
方
法
論
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
。
そ
の
例
を
第
Ⅲ
部
の
論
文
の
い
く
つ
か
か
ら
見
て
い

こ
う
。
た
と
え
ば
山
本
論
文
は
地
域
研
究
に
お
け
る
「
ぼ
か
し
ど
こ

ろ
」
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
単
な
る
「
名

人
芸
」
の
提
示
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
よ
り
具
体
的
な
方
法
論
の
提
示

が
な
け
れ
ば
読
者
は
こ
の
提
案
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
ら
良
い
か

わ
か
り
に
く
い
。

地
域
研
究
に
お
け
る
方
法
論
が
曖
昧
な
方
向
に
流
れ
が
ち
な
の
に

は
、
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
時
に
こ
の
分
野
の
研
究
者
が
、
同
じ
く

第
Ⅲ
部
の
小
森
論
文
も
要
求
す
る
よ
う
な
、「
全
体
像
」
を
求
め
る

傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
無

理
難
題
で
あ
る
。
し
か
も
多
く
の
場
合
、
こ
の
「
全
体
像
」
は
「
単

に
現
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
」
以
上
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
明
確
な
定
義
す
ら
存
在
し
な
い
。
定
義
さ
え

明
ら
か
で
な
い
も
の
を
追
求
し
ろ
、
と
い
う
の
は
控
え
め
に
言
っ
て

も
困
難
で
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
は
困
惑
す
る
他
は
な
い
で
あ
ろ

う
。地

域
研
究
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
重
き
を
置
き
過
ぎ

た
こ
と
の
異
な
る
帰
結
は
、
田
原
論
文
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

田
原
が
主
張
す
る
の
は
、
地
域
の
観
察
か
ら
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
き
る
示
唆
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
の

こ
と
は
筆
者
も
主
張
し
た
こ
と
が
あ
り
、
頷
首
で
き
る
と
こ
ろ
も
多

い
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
方
法
論
」
と
し
て
は
行
き
当
た
り

ば
っ
た
り
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
何
故
な

ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
地
域
に
入
っ
て
普
遍
的
な
問
題
が
発
見
で
き

る
か
は
地
域
の
特
性
と
研
究
者
の
「
セ
ン
ス
」
に
よ
っ
て
偶
然
的
に

決
ま
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
成
功
何
如
は
「
時
の
運
」
に
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

「
名
人
芸
」か
ら
の
脱
却
を

―
―
総
特
集「
地
域
研
究
方
法
論
」
を
読
ん
で
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て
、
現
地
に
て
「
深
い
」
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
地
域
研
究
者
は
こ
の
資
源
を
生
か
し
て
、
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
に
新
た
な
分
析
対
象
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
と
の
兼
ね
合
い
で
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
発
見
で
き
る
か
は
、
地

域
研
究
者
に
と
っ
て
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
試

行
錯
誤
は
枢
要
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

対
し
て
、
分
析
方
法
に
つ
い
て
は
、
地
域
研
究
者
が
新
た
に
追
加

で
き
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
な
い
。
で
き
る
と
す
れ
ば
、
新

た
に
提
示
さ
れ
た
分
析
手
法
の
可
能
性
を
地
域
に
て
試
す
こ
と
で
あ

る
が
、
少
な
く
と
も
人
文
社
会
科
学
分
野
に
お
い
て
は
、
そ
の
機
会

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
研
究
の
含
意
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

仮
に
地
域
研
究
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
鍛
え
上
げ
る
た
め
の
も
の
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
研
究
の
含
意
は
当
然
、
地
域
研
究
と
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

の
双
方
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る

な
ら
、
こ
の
含
意
は
必
ず
普
遍
的
な
内
容
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
が
地
域
固
有
の
文
脈
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

地
域
研
究
者
が
も
う
一
つ
固
有
の
優
位
性
を
発
揮
で
き
る
の
は
、

聴
衆
で
あ
る
。
現
地
語
を
駆
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
研
究
者

は
、
他
の
研
究
者
が
持
た
な
い
現
地
の
聴
衆
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
だ
。
現
地
の
聴
衆
を
持
つ
こ
と
の
意
味
は
、
単
に
聴
衆
の

数
が
増
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
異
な
る
聴
衆

を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
研
究
に
対
す
る
異
な
る
反
応
を
獲
得
し
、
次

な
る
研
究
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
話
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
結
局
、
個
々
の
研
究
者
に
と
っ

て
重
要
な
の
は
、
個
々
が
「
よ
り
よ
き
研
究
」
を
行
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
研
究
分
野
に
属
す
る
か
は
重
要
で
は
な

い
。
ま
し
て
や
地
域
研
究
が
そ
れ
に
よ
り
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
鍛
え
上

げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
重
要
な
の
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
側

に
何
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
き
る
か
で
あ
り
、
個
々
が
ど
の
学
問
分

野
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
か
で
は
な
い
。
ど
ん
な
に
「
地
域

研
究
」
と
し
て
良
く
で
き
て
い
て
も
、
そ
れ
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
研

究
者
に
理
解
で
き
ず
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
使
え
な
け
れ
ば
、
両
者
の

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
は
成
功
し
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
地
域
研
究
者
で
あ
る
こ
と
が
如
何
な
る

意
味
を
持
ち
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
結
局
、
地
域

研
究
者
と
し
て
は
「
地
域
に
つ
い
て
の
多
く
の
知
識
を
持
ち
、
あ
る

程
度
の
深
度
を
持
っ
た
地
域
で
の
実
地
調
査
を
行
う
こ
と
の
で
き
る

研
究
者
」
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
地
域
研
究
者
は
、
自
ら
の

優
位
性
と
不
利
性
を
き
ち
ん
と
認
識
し
て
、
持
て
る
資
源
を
最
大
限

に
利
用
し
て
研
究
活
動
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
常

に
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
対
す
る
配
慮
を
怠
ら
ず
、
自
ら
の
持
て
る
資
源

で
ど
の
よ
う
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
で
き
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
ど
れ
だ
け
意
図
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ

こ
そ
が
今
後
我
々
が
考
え
て
い
く
べ
き
「
方
法
論
」
だ
と
思
う
の
だ

が
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
見
た
時
、
本
特
集
の
問
題
は
、
そ
の
提
言
の
多
く
が
研

究
者
個
々
の
「
名
人
芸
」
に
依
拠
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
具
体

性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
全
体
性
」
の

重
要
性
も
、「
地
域
か
ら
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
還
元
で
き
る
普
遍
的

示
唆
を
獲
得
す
る
こ
と
」
も
兼
ね
て
よ
り
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
問
題
は
そ
れ
が
如
何
に
す
れ
ば
可
能
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
闇
雲
に
「
現
地
に
行
け
、
そ
し
て
考
え
ろ
」
と
い
う
だ
け
で

は
、
限
界
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
特
集
の
問
題
は
、
地
域
研
究
者
の
比
較
優
位
が
一

体
何
か
、
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
本
特
集
第
Ⅰ
部
の
山
本
論
文
が
主
張
す
る

よ
う
に
、
将
来
の
地
域
研
究
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
「
鍛
え
上
げ
る
」

た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
特
定
の
問
題
の
分
析
を

巡
っ
て
、
地
域
研
究
者
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
足
場
を
持
つ
者
と
競

争
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る
な

ら
、
地
域
研
究
者
が
発
信
す
べ
き
は
、
そ
の
内
容
が
、
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
に
足
場
を
持
つ
研
究
者
に
対
し
て
優
位
を
保
て
る
場
合
の
み
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
敢
え
て
参
入
す
る
必
要
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
の
研
究
と
い
う
営
み

が
何
か
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
単
純
に
考
え
て
研
究
と
い

う
営
み
は
、
五
つ
の
研
究
者
自
身
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
要
素
か
ら

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
設
定
、
分
析
対
象
、
分
析
方
法
、

研
究
の
含
意
、
そ
し
て
そ
れ
を
伝
え
る
べ
き
聴
衆
で
あ
る
。
研
究
と

い
う
営
み
に
お
い
て
は
、
こ
の
五
つ
の
要
素
を
整
合
的
に
組
み
合
わ

せ
る
必
要
が
あ
り
、
基
本
的
に
は
よ
り
多
く
の
聴
衆
―
―
こ
の
聴
衆

に
は
一
般
社
会
の
そ
れ
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
そ
れ
の
二
種
類
が
存
在

す
る
―
―
の
よ
り
大
き
な
評
価
を
得
た
研
究
が
価
値
の
あ
る
研
究

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
個
々
の
研
究
者
は
こ
れ
ら
を
選
択
す
る
過
程
で
自

ら
の
比
較
優
位
が
ど
こ
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
生
か
せ
ば
よ
り
良
い

研
究
が
で
き
る
の
か
、
を
常
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
地

域
研
究
者
は
、
他
の
研
究
者
に
対
し
て
如
何
な
る
比
較
優
位
を
持
ち

得
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
に
挙
げ
た
研
究
に
お
け
る
五
つ

の
要
素
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
第
一
に
問
題
設
定
に
お
い
て
は
、
通
常

我
々
は
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
一
般
社
会
か
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
の
ど
ち
ら

か
か
ら
得
る
。
こ
の
う
ち
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
む
今
日
で
は
地
域
研
究
者
固
有
の
優
位
性
は
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
だ
ろ
う
。
他
方
、
地
域
研
究
者
は
地
域
の
一
般
社
会
か
ら

問
題
設
定
の
ア
イ
デ
ア
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
利
用
し

て
、
従
来
の
研
究
が
見
逃
し
て
き
た
新
た
な
る
問
題
設
定
が
で
き
る

な
ら
、
地
域
研
究
者
は
他
の
研
究
者
と
は
異
な
る
学
問
的
貢
献
が
可

能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
地
域
研
究
者
が
最
も
大
き
な
比
較
優
位
を
持
つ
の

は
、
分
析
対
象
の
選
択
に
お
い
て
で
あ
る
。
地
域
研
究
者
に
と
っ
て

の
最
大
の
資
源
は
言
語
能
力
を
は
じ
め
と
す
る
固
有
の
資
源
を
用
い
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◉
著
者
紹
介
◉

①
氏
名
…
…
木
村
幹（
き
む
ら
・
か
ん
）。

②
所
属
・
職
名
…
…
神
戸
大
学
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
・
教
授
。

③
生
年
・
出
身
地
…
…
一
九
六
六
年
、
大
阪
府
。

④
専
門
分
野
・
地
域
…
…
比
較
政
治
学
、
朝
鮮
半
島
地
域
研
究
。

⑤
学
歴
…
…
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科（
比
較
政
治
学
専
攻
）博
士
課

程
中
途
退
学
、
博
士（
法
学
）。

⑥
職
歴
…
…
愛
媛
大
学
法
文
学
部
助
手（
一
九
九
三
年
）、
講
師（
一
九
九
四

年
）、
神
戸
大
学
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
助
教
授（
一
九
九
七
年
）を

経
て
二
〇
〇
五
年
よ
り
現
職
。

⑦
現
地
滞
在
経
験
…
…
ソ
ウ
ル
大
学
語
学
研
究
所（
語
学
留
学
、
一
九
九
二

〜
九
三
年
）、
韓
国
国
際
交
流
財
団
研
究
フ
ェ
ロ
ー
（
一
九
九
六
〜

九
七
年
）、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学（
一
九
九
八
〜
九
九
年
）、
高
麗
大
学

（
二
〇
〇
一
年
）、
世
宗
研
究
所（
二
〇
〇
六
年
）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国

立
大
学（
二
〇
〇
八
年
）、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学（
二
〇
一
〇
〜
一
一
年
）、

各
客
員
研
究
員
。

⑧
研
究
手
法
…
…
言
説
分
析
。
歴
史
的
文
書
、
メ
デ
ィ
ア
言
説
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
等
の
分
析
。
主
と
し
て
質
的
分
析
だ
が
、
記
述
的
に
統
計
も
使

用
。

⑨
所
属
学
会
…
…
日
本
政
治
学
会
、
現
代
韓
国
朝
鮮
学
会
、A

ssociation 
for A

sian Studies

等
。

⑩
研
究
上
の
画
期
…
…（
一
九
八
〇
年
代
よ
り
始
ま
る
比
較
的
長
期
の
）グ

ロ
ー
バ
ル
化
。
こ
れ
に
よ
り
国
内
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
状
況
や
国

際
関
係
が
大
き
く
変
化
し
た
。

⑪
推
薦
図
書
…
…
難
し
い
で
す
が
、A

lexander L. George.（ed.

）, Case 
Studies and T

heory D
evelopm

ent in the Social Sciences, T
he 

M
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 Press, 2005. 

地
域
研
究
の
人
は
一
度
徹
底
的
に
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

の
手
法
を
勉
強
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。


