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特
集
　
対
談
　
吉
田
晶
＋
大
山
喬
平
　
歴
史
学
は
地
域
と
ど
う
向
き
合
う
か

大
山
喬
平
氏
の
研
究
と
地
域

村
井
　
良
介

　

こ
こ
で
は
大
山
喬
平
氏
の
研
究
を
、
地
域
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う

点
に
注
目
し
て
ま
と
め
た
。

　

大
山
氏
の
研
究
は
新
領
主
制
論
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
石
井
進
氏

は
、在
地
領
主
の
支
配
の
構
造
を
図
の
よ
う
な
三
重
の
同
心
円
で
と
ら
え
、

そ
の
中
核
に
あ
る
館
・
屋
敷
と
、
そ
の
周
囲
に
あ
る
直
営
田
は
、
領
主
の

イ
エ
支
配
が
お
こ
な
わ
れ
る
空
間
で
あ
り
、
そ
の
外
側
の
荘
・
郷
・
保
と

い
っ
た
地
域
単
位
へ
と
、
イ
エ
支
配
が
拡
大
し
て
い
く
と
し
た（

１
）。

こ
れ
に

対
し
大
山
氏
は
、
こ
の
外
側
の
地
域
単
位
の
部
分
で
は
百
姓
の
イ
エ
の
自

立
性
が
認
め
ら
れ
、
在
地
領
主
の
イ
エ
支
配
に
包
摂
さ
れ
て
い
な
い
と
し

て（
２
）、

こ
の
外
円
部
の
支
配
を
構
成
的
支

配
と
位
置
づ
け
た
。

　

こ
の
構
成
的
支
配
と
は
、「
村
落
上

層
た
る
名
主
層
の
灌
漑
水
利
・
山
野
用

益
に
お
け
る
排
他
的
特
権
、
耕
地
保
有

権
に
お
け
る
両
者
の
格
差
〔
名
主
層
と

散
田
作
人
層
の
格
差

―
引
用
者
註
〕
な
ど
に
よ
っ
て
、
中
世
村
落
の
再
生

産
の
諸
条
件
か
ら
散
田
作
人
層
を
集
団
的
・
階
層
的
に
排
除
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
る（

３
）」

も
の
で
あ
り
、「
名
主
層
の
散
田
作

人
層
に
対
す
る
支
配
が
直
接
的
な
人
格
的
強
制
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の

関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
支
配（

４
）」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

こ
の
構
成
的
支
配
の
概
念
は
、
高
橋
幸
八
郎
氏
の
議
論
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
り（

５
）、「
そ
れ
以
外
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
支
配
」
と
は
主
に

村
落
に
お
け
る
共
同
体
的
規
制
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
さ
ら
に
拡
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
高
橋
修
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

６
）。

戦
後
の
領
主
制
研
究
は
、
領
主
の
イ
エ
を
中
核
に
し
た
農
奴
制
的
な

住
民
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
き
明
か
し
た
後
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
論
理
で
、
職
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
所
領
全
体
に
拡
大
さ
れ
る
の
か
を

め
ぐ
っ
て
議
論
を
重
ね
、多
く
の
成
果
を
生
み
出
し
て
き
た
。（
中
略
）

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
中
世
社
会
が
領
主
制
的
な
構
造
的
特
質
を

石井進『日本の歴史 12
　中世武士団』（小学館、
1974年）より
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も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、個
々
の
所
領
を
越
え
た
半
国
、一
国
と
い
っ

た
地
域
の
秩
序
が
、
在
地
領
主
制
と
の
か
か
わ
り
で
、
い
か
な
る
形

態
を
と
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
を
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
た
と
え
個
々
の
庄
や
村
の
内
部
で
領
主
制
が
伸
展
し
え

な
く
て
も
、
地
域
社
会
全
体
の
中
で
み
れ
ば
、
そ
の
庄
や
村
が
在
地

領
主
に
よ
る
支
配
を
う
け
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
も
、
十
分
想

定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
世
民
衆
の
生
活
が
、
庄
・
村
単
位

で
は
完
結
せ
ず
、
郡
や
国
規
模
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
、

多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
分
業
・

流
通
の
中
世
的
展
開
に
規
定
さ
れ
た
現
象
で
あ
り
、
領
主
支
配
が
そ

れ
に
対
応
す
る
広
が
り
を
求
め
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
矢
田
俊
文
氏
は
、
大
山
氏
と
工
藤
敬
一
氏
の
「
鎌
倉
中
期
以
後

の
領
主
制
は
、「
流
通
機
能
を
不
可
避
的
に
そ
の
基
礎
の
一
部
と
す
る
領

主
制
」
で
あ
っ
た（

７
）」

と
い
う
議
論
を
引
い
て
、「
経
済
外
的
強
制
の
発
生

理
由
を
、
村
落
に
の
み
求
め
る
必
要
は
な
い
。
領
主
制
が
再
編
さ
れ
る
ご

と
に
、
再
編
さ
れ
た
領
主
制
が
発
生
す
る
論
理
を
み
つ
け
る
必
要
が
あ

る（
８
）」

と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
す
れ
ば
、
構
成
的
支
配
を
生
じ
さ
せ
る
諸
要
因
を

村
落
の
中
に
完
結
さ
せ
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
直
接

的
な
人
格
的
強
制
を
除
く
「
そ
れ
以
外
の
関
係
」
と
は
、
社
会
全
体
に
張

り
巡
ら
さ
れ
た
無
数
の
関
係
、
統
治
権
的
な
支
配
―
被
支
配
の
関
係
や
、

大
山
氏
が
除
外
し
た
主
従
関
係
も
含
む
と
こ
ろ
の
諸
関
係
と
言
い
直
す
こ

と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
大
山
氏
の
意
図
を
越
え
て
構
成
的
支
配
概
念
の
拡
張
を
試

み
た
の
は
、
近
年
、
大
山
氏
が
述
べ
る
、
次
の
よ
う
な
地
域
の
と
ら
え
方

と
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る（

９
）（

傍
線
は
引
用
者
）。

　

列
島
社
会
の
中
世
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
郷
と
村

（
ム
ラ
）
と
が
あ
っ
て
社
会
の
基
底
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
い
ま
こ

れ
を
さ
ら
に
単
純
化
し
て
、
中
世
社
会
の
基
底
部
分
に
は
広
く
ム
ラ

が
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
て
み
よ
う
。
こ
う
し
た
ム
ラ
に
は
例

外
な
く
内
と
外
と
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
多

様
な
集
団
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に

は
イ
エ
が
あ
り
、
座
が
あ
り
、
講
が
あ
り
、
垣
内
が
あ
り
、
そ
し
て

ま
た
領
主
（
制
）
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
一
口
に
座
と
い
っ
て
も
、
そ

こ
に
は
職
人
の
座
、
商
人
の
座
、
信
仰
の
座
、
職
能
の
座
が
あ
り
、

そ
し
て
非
人
集
団
も
あ
っ
た
。
ム
ラ
の
内
外
に
わ
た
っ
て
こ
う
し
た

多
様
な
諸
集
団
が
あ
っ
た
と
見
て
い
い
。
垣
内
な
ど
は
多
く
ム
ラ
の

内
部
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
イ
エ
を
ふ
く
め
て
そ
の
他
の
諸
集

団
は
必
ず
し
も
ム
ラ
の
内
部
で
完
結
し
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。
村

び
と
の
一
員
と
し
て
ム
ラ
に
居
住
す
る
職
人
が
、
ム
ラ
の
外
部
に
あ

る
職
人
の
座
と
つ
な
が
り
を
持
ち
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と

は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。（
中
略
）
こ
う
し
た
集
団
が
中

世
の
ム
ラ
の
内
と
外
と
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
う
し
て
中
世
の
ム
ラ

と
係
わ
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
存
在
し
た
の
は
一
義
的
に
は
分
類
で
き
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な
い
混
沌
と
し
た
多
様
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
多
様
な
集
団
と
ム
ラ
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
中
世
の
ム
ラ
に
は
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
諸

集
団
と
は
お
の
ず
か
ら
に
異
な
る
特
別
な
位
置
が
備
わ
っ
て
い
た
と

思
う
。
こ
う
し
た
諸
関
係
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
中
世
の
ム
ラ
を
閉
ざ
さ
れ
た
存
在
だ
と
見
て
は
な
ら

な
い
。

　

議
論
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
中
世
の
ム
ラ
を
痩
せ
た
存
在

と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
中
世
の
ム
ラ
に
は
実
際
に
、
多
様
な

人
び
と
が
住
ん
で
生
活
し
て
お
り
、
ま
た
ム
ラ
を
出
入
り
す
る
多
様

な
人
び
と
が
い
た
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
萌
芽
と
し
て

の
領
主
制（
＝
大
山
の
い
う
村
落
領
主
）さ
え
も
が
包
摂
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
萌
芽
と
し
て
の
領
主
制
の
現
わ
れ
方
は
、
地
域
の
自
然

的
・
歴
史
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
諸
関
係
に
規
定
さ
れ
て
千
差
万
別

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
う
し
た
現
象
形
態
の
多
様
性
を
貫
い

て
、
普
遍
的
で
原
理
的
・
法
則
的
な
関
係
と
し
て
、
そ
こ
に
内
在
す

る
関
係
と
し
て
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し

た
混
沌
と
し
た
多
様
性
が
も
つ
関
係
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
当
該
地
域

に
お
け
る
中
世
と
い
う
特
定
の
時
代
の
歴
史
的
個
性
を
規
定
す
る
要

因
と
し
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
事
態
が
た
だ
混
沌
と
し
て
い
た
と
い

う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
住
人
た
ち
の
生
活
の
場
と
し
て
の
ム

ラ
が
成
立
し
て
お
り
、
イ
エ
も
座
も
、
そ
し
て
人
び
と
の
さ
ま
ざ
ま

な
講
や
垣
内
も
、
さ
ら
に
は
萌
芽
と
し
て
の
領
主
（
制
）、
広
域
的

な
組
織
を
持
つ
職
人
や
商
人
の
座
の
構
成
員
、
は
て
は
信
仰
の
座
、

そ
し
て
非
人
身
分
に
い
た
る
ま
で
の
諸
組
織
が
ム
ラ
と
の
間
に
そ
れ

ぞ
れ
に
特
定
の
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
生
き
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う

事
実
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
素
直
に
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
地
域
社
会
は
、
ム
ラ
の
内
部
に
と
ど
ま
ら
な
い
多
様
な
諸
関

係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
傍
線
部
で
は
、
こ
れ
が
領
主
制
の
議

論
と
接
合
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
領
主
制
も
そ
の
多
様
な
諸
関
係
の

中
に
位
置
付
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
拡
張
し
た
構

成
的
支
配
概
念
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
大
山
氏
の
地
域
に
対
す
る
こ
の

よ
う
な
見
方
は
、
も
う
少
し
遡
っ
て
、
次
の
文
章
に
も
見
ら
れ
る）

（（
（

。

　

三
浦
さ
ん
の
仕
事
は
、「
地
域
を
形
成
す
る
媒
介
環
と
も
い
う
べ

き
、
領
主
（
在
地
領
主
・
村
落
領
主
）、
宗
教
（
一
郡
の
祭
祀
・
村
落
寺
院
・

根
来
寺
）、
分
業
（
堺
、
工
房
村
、
流
通
）、
法
秩
序
（
加
地
子
徴
取
体
制
、

荘
園
年
貢
請
負
体
制
）
な
ど
が
豊
富
に
具
体
的
に
追
求
さ
れ
て
い
る
。

…
…
〝
地
域
〟
を
形
づ
く
る
も
の
が
例
え
ば
領
主
制
、
共
同
体
な
ど

と
固
定
的
で
な
く
、
重
層
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
が
新
鮮
で
興
味

深
い
」
と
黒
田
さ
ん
は
い
っ
て
い
ま
す
。
黒
田
さ
ん
は
こ
こ
で
三
浦

さ
ん
の
仕
事
を
非
常
に
簡
明
に
要
約
し
、上
手
に
摑
ん
で
お
り
ま
す
。

た
し
か
に
、
領
主
制
で
あ
る
と
か
共
同
体
で
あ
る
と
か
、
私
た
ち
は

そ
う
い
う
固
定
的
な
も
の
で
中
世
を
考
え
が
ち
で
す
が
、
三
浦
さ
ん



特集●対談　吉田晶＋大山喬平　歴史学は地域とどう向き合うか
　村井良介　大山喬平氏の研究と地域

13

の
地
域
の
把
握
は
も
っ
と
重
層
的
に
流
動
的
に
把
握
さ
れ
、
そ
こ
に

豊
か
な
も
の
が
摑
ま
れ
て
い
る
、
こ
れ
が
新
鮮
で
興
味
深
い
と
黒
田

さ
ん
は
い
う
の
で
す
。

　

こ
れ
は
黒
田
俊
雄
氏
が
三
浦
圭
一
氏
の
研
究
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の

を
、
大
山
氏
が
肯
定
的
に
引
用
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
地
域
の
把

握
と
し
て
重
層
性
・
流
動
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
大
山
氏
が
祝

詞
や
祭
祀
に
見
え
る
神
々
の
重
層
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
も）

（（
（

、
こ
の

よ
う
な
地
域
理
解
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
こ
う
し
た
多
様
な
広
が
り
を
持
つ
地
域
の
中
で
、
ム
ラ
は
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
山
氏
は
「
地
域
と
ム
ラ
と
の
歴

史
的
関
係
を
問
う
こ
と）

（（
（

」
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
か
ら
、
地
域
＝
ム
ラ

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
大
山
氏
は
、
清
水
三
男
氏
の
研
究
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（（
（

。

　

清
水
の
研
究
方
法
を
貫
き
、
特
徴
あ
ら
し
め
て
い
る
の
は
中
世
社

会
に
お
け
る
自
然
村
落
の
概
念
で
あ
る
。
清
水
は
、
文
字
資
料
に
は

現
れ
な
い
が
、
中
世
に
も
村
人
た
ち
の
共
同
生
活
が
あ
っ
た
こ
と
を

確
信
し
て
い
た
。
清
水
は
自
然
村
落
を
説
明
し
て
、「
生
活
す
る
村

人
の
生
存
の
地
域
と
し
て
の
村
そ
の
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
。

　
（
中
略
）
清
水
の
主
題
は
中
世
社
会
に
お
け
る
荘
・
里
・
保
・
郷
・

村
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
地
域
単
位
の
究
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
政
治
的
・
制
度
的
に
形
づ
く
ら
れ
て
お
り
、
自
然
村
落
と
は

み
と
め
が
た
い
。
清
水
は
そ
の
こ
と
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
解
き
明
か

し
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
先
に
中
世
後
期
の
郷
村
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
そ
れ
は
本
来
の
自
然
村
落
に
き
わ
め
て
近
い
。

　

こ
こ
で
は
制
度
的
な
地
域
単
位
と
、
生
活
・
生
存
の
場
と
し
て
の
自
然

村
落
と
の
相
違
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
地
域
単
位
と

し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
生
活
・
生
存
の
場
と
し
て
広
が
り
で
あ
る
。

民
衆
生
活
へ
の
関
心
を
地
域
史
の
方
法
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
た
黒

田
俊
雄
氏
は
、
一
国
史
に
回
収
さ
れ
な
い
地
域
史
、
地
域
の
住
民
の
た
め

の
地
域
史
、
生
活
構
築
の
足
跡
、
経
験
の
蓄
積
と
し
て
の
地
域
史
と
い
う

こ
と
を
主
張
し
た）

（（
（

。

　

近
年
、
大
山
氏
は
「
ム
ラ
が
消
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
危
機
感
を
表
明

し
て
い
る）

（（
（

。
岡
田
知
弘
氏
は
、
自
治
体
合
併
に
よ
っ
て
「
人
間
の
生
活
領

域
と
し
て
の
地
域
」
と
か
け
離
れ
た
巨
大
自
治
体
が
誕
生
す
る
こ
と
を
問

題
視
し
て
い
る
が）

（（
（

、
大
山
氏
の
危
機
感
は
、
ま
さ
に
現
在
、
た
と
え
ば
狭

山
池
を
利
用
す
る
村
々
の
よ
う
に
中
世
前
期
以
来
、
生
活
・
生
存
の
単
位

で
あ
っ
た
ム
ラ）

（（
（

の
消
滅
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
に
近
年
大
山
が
取
り
組
む
「
郷
・
村
の
戸
籍
簿
」
作
成）

（（
（

の
動
機
の
一
端

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
現
代
に
お
い
て
、（
中
世
後
期
村
落
に
系
譜
を
引
く
）

「
ム
ラ
」
と
い
う
領
域
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
多
様

に
抽
出
し
う
る
地
域
の
な
か
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
凝
集
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
現
代
は
も
ち
ろ
ん
、前
近
代
に
お
い
て
も
、
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生
活
・
生
存
を
支
え
る
諸
関
係
は
ム
ラ
に
完
結
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

黒
田
氏
は
地
域
住
民
の
た
め
の
地
域
史
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
地
域

社
会
が
多
様
な
諸
関
係
か
ら
成
り
立
つ
流
動
的
・
重
層
的
な
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
地
域
住
民
の
「
わ
れ
わ
れ
」
性
を
自
明
の
前
提
と
す
る
こ
と

に
は
問
題
が
あ
る）

（（
（

。
殊
に
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
当
該
地
域
で
営
々
と

生
活
を
築
い
て
き
た
の
で
は
な
い
新
住
民
も
多
数
存
在
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
な
か
で
、
な
ぜ
ム
ラ
を
地
域
単
位
と
し
て
選
択
す
る
の
か
は
、
自
覚

的
に
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
黒
田
氏
の
「
地
域
住
民
の
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
地

域
史
が
生
み
出
す
の
は
、
単
に
他
の
地
域
と
異
な
る
そ
の
地
域
特
有
の
歴

史
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
地
域
住
民
を
主
体
に
し
て
地
域
史

と
い
う
形
で
地
域
認
識
を
深
め
て
い
く
気
運
や
運
動
」
で
あ
る
と
い
う
指

摘
で
あ
る）

（（
（

。
単
に
か
つ
て
の
地
域
単
位
を
懐
古
す
る
の
で
は
な
く
、
改
め

て
捉
え
返
し
て
い
く
気
運
・
運
動
と
し
て
、
ム
ラ
へ
の
着
目
の
現
代
的
意

義
を
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
大
山
氏
の
提
示
す
る
多
様

な
広
が
り
を
持
つ
地
域
と
ム
ラ
と
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
こ
う
し
た
問

い
を
改
め
て
投
げ
か
け
て
い
る
。
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