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皆
様
、
今
年
三
月
初
頭
に
、
今
晩
み
な
さ
ん
の
前
で
新
し
い
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
の
は
、

少
し
お
ど
ろ
き
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
私
は
す
で
に
二
〇
〇
二
年

と
二
〇
〇
六
年
に
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
比
較
史
の
観
点
か
ら

著
作
を
二
点
上
梓
し
て
お
り
（
１
）
、
そ
れ
に
続
い
て
二
〇
一
一
年
ま
で
ベ

ル
ン
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ト
ミ
ュ
ラ
ー
（Bernd Schneidm

üller

）
と

と
も
に
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け
る
文
化
の
絡
み
合
い
に
つ
い
て

の
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
率
い
て
き
た
か
ら
で
す
（
２
）
。
も
ち
ろ
ん
そ

れ
で
全
て
の
こ
と
が
語
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま

で
の
諸
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
正
し
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
抑
え

き
れ
な
い
迷
い
は
、
私
を
さ
ら
な
る
新
し
い
挑
戦
へ
と
駆
り
立
て
ま

し
た
（
３
）

。
か
く
し
て
私
は
世
界
史
へ
と
方
向
を
転
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は

ド
イ
ツ
で
は
近
代
史
家
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て

試
み
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
（
４
）
。
ヨ

ヨ
ー
ロ
ピ
ア

ヨ

ヨ
ー
ロ
ピ

ヨ

ヨ
ロ
ロ
ピ
ア
ロ

ー
ロ
ッ
パ
研
究
評
議
会
に
よ
る
多

大
な
る
支
援
の
お
陰
で
、
私
は
二
〇
一
二
年
以
来
、
こ
の
魅
力
的
な

新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
（
５
）

。
ド
イ

ツ
と
ア
メ
リ
カ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
幾
つ
か
論
文

を
も
の
し
た
後
（
６
）
、
目
下
、
寄
進
の
世
界
史
に
つ
い
て
書
い
て
お
り
、

う
ま
く
い
け
ば
、
そ
の
後
で
出
版
社
の
強
い
営
業
に
膝
を
屈
し
て
、

中
世
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
書
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 
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告
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で
す
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
新
し
い
見
通
し
を
説
得
力
を
も
っ

て
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
迷
い
が
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
敢
え
て
、
私
の
経
験
と
将
来
に
お
け
る
中
世
史
の

叙
述
に
対
す
る
私
の
期
待
を
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
今

回
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
か
ら
、
残
念
な
が
ら
私
は
、
一
般
に
適
切
だ

と
さ
れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
、
自
分
自
身
と
自
分
の
仕
事
に
つ

い
て
お
話
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
時
間
弱
の
間
、
お
つ
き
あ

い
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
問
題

の
地
平
に
お
い
て
の
み
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々

や
我
々
と
同
時
代
を
生
き
る
人
々
の
中
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う

も
の
が
歴
史
上
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
現
在
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
、
知
識
人
や
歴
史
家
の
あ
い
だ
で
一
致
し
た
見
解
が
あ
る
と
は
言

え
ま
せ
ん
。そ
れ
だ
け
に
な
お
さ
ら
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
る
の
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
い
う
も
の
が
つ
ね
に
、
と
り
わ
け
主
観
的
な
ひ
と

つ
の
構
築
物
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
い
う
も
の
が
我
々
の
読
者
や

聴
衆
に
供
さ
れ
得
る
の
で
す
し
、
ま
た
そ
う
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
（
７
）

。
そ
の
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
が
学
術
的
な
水
準
を
満

た
し
て
書
か
れ
る
べ
き
で
あ
れ
ば
、
異
論
の
余
地
の
な
い
前
提
が
ひ

と
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
な
る
も
の
は
、
意

図
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
歴
史
の
書
き
手
た
ち
は
、
歴
史
に

答
え
を
求
め
よ
う
と
す
る
同
時
代
の
人
々
の
問
い
に
耳
を
傾
け
る
べ

き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
古
い
偏
見
を
追
認
す
る
よ
う
な
陳
腐
な
答

え
は
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ー

ン
の
あ
る
社
会
経
済
史
家
が
二
〇
〇
三
年
に
試
み
た
こ
と
は
、
知
的

に
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
く
、
学
術
的
に
は
議
論
の
余
地
の
あ
る

も
の
で
し
た
。
彼
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber

）

に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
有
の
道
と
い
う
古
い
テ
ー
ゼ
を
、
中
世
史
研

究
の
成
果
に
よ
っ
て
裏
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
す
（
８
）

。
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
九
二
〇
・
二
一
年

に
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
ま
し
た
。
普
遍
的
な
意
義
と
通
用
性
を

獲
得
し
た
文
化
事
象
が
西
洋
の
地
に
お
い
て
発
展
し
た
と
い
う
こ
と

は
、ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、と
。け
れ
ど
も
、ヴ
ェ
ー

バ
ー
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
我
々
が
こ
の
件
に
関
し
て
歴
史
か

ら
作
り
上
げ
た
「
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、件
の
エ
ピ
ゴ
ー

ネ
ン
は
自
ら
の
所
見
を
事
実
と
し
て
考
え
、
そ
れ
が
た
だ
よ
り
具
体

的
に
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
け
だ
と
し
た
の
で
す
。
お
ま
け
に

彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
西
部
の
、
革
新
の
喜
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
た

「
中
核
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
、
抑
制
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
周
辺
地
域
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中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
ボ
ル
ゴ
ル
テ
）

の
あ
い
だ
に
序
列
を
つ
け
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
際
、
自
分
が
そ

れ
に
よ
っ
て
現
代
の
政
治
の
諸
々
の
可
能
性
に
ど
の
程
度
奉
仕
し
た

の
か
、
そ
し
て
反
対
に
、
歴
史
と
現
代
に
お
け
る
文
化
の
多
様
性
と

い
う
新
し
い
認
識
を
正
し
く
評
価
し
た
の
か
ど
う
か
を
よ
く
考
え
て

は
い
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
本
質
主

義
者
の
よ
う
な
発
言
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
歴
史
家
と
し

て
我
々
が
言
え
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の

問
題
設
定
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ

け
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
実
際
に
」
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
で
す
。

　
方
法
論
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
我
々
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る

歴
史
の
見
方
は
特
殊
な
事
情
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う

見
解
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
の
が
最
も
良
い
で
し
ょ
う
。
我
々
は
、
あ

る
都
市
や
地
方
や
国
の
人
々
の
歴
史
で
あ
れ
、
教
会
や
学
問
や
農
業

の
歴
史
で
あ
れ
、
と
り
わ
け
過
去
の
個
々
の
特
殊
事
象
を
研
究
し
ま

す
。
個
別
事
象
の
研
究
と
い
う
こ
の
関
心
の
偏
り
は
、
歴
史
を
考
え

る
際
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ド
イ
ツ
で

は
歴
史
主
義
の
伝
統
に
よ
っ
て
そ
の
偏
り
は
よ
り
強
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
先
入
観
な
く
取

り
組
ん
で
い
る
人
は
、
こ
の
関
心
の
偏
り
は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
う

で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
多
種
多
様
な
文
化
事
象
の
す
べ
て
を
見

渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
関
心
の
偏

り
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
歴
史
的
に
ひ
と
ま
と
ま
り
の

も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
多
様
性
の

な
か
の
一
体
性
と
い
う
よ
く
使
わ
れ
る
思
考
の
図
式
を
使
っ
て
そ
の

把
握
を
試
み
る
人
は
―
―
も
し
十
分
に
自
省
的
で
あ
れ
ば
―
―
そ
の

途
中
で
極
め
て
多
く
の
逸
脱
す
る
も
の
や
統
合
で
き
な
い
も
の
が
残

る
こ
と
に
、
す
ぐ
に
気
が
つ
く
で
し
ょ
う
。
多
種
多
様
な
事
象
は
ま

た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
特
定
の
起
源
や
目
的
地
が
あ
る
と
い
う

前
提
の
も
と
に
ま
と
め
た
り
、
整
理
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
今
日
、
歴
史
家
や
評
論
家
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
プ
ロ
セ
ス

が
ど
う
や
ら
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
に
進
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
進
行
が
共
通
の
伝
統
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
の
主
導
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
に
す
で
に
驚
い
て
い
ま
す
（
９
）

。
多
く
の
政
治
家
や
評
論

家
、 

そ
し
て
歴
史
家
さ
え
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
皆
、
あ
る
共

通
の
価
値
体
系
―
―
た
と
え
ば
自
由
と
民
主
主
義
と
人
権
の
価
値
体

系
―
―
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
主
張

は
お
そ
ら
く
実
証
研
究
に
耐
え
得
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代

に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
劇
的
に
変
化
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
そ
の
際
、
一
般
的
に
認
知
さ
れ
た
起
源
の
物
語
や
あ
る

い
は
単
に
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
起
源
の
物
語
が
語
ら
れ
る
こ
と
が

な
い
ば
か
り
で
な
く
、
将ユ

ロ

ト

ピ

ア

来
の
理
想
的
な
社
会
像
が
語
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
経
験
は
歴
史
家
の
意
に
沿
う
も
の
で
す
。
と

い
う
の
も
、
歴
史
家
は
、
将
来
の
歴
史
を
予
言
す
る
こ
と
は
で
き
な



－  92  －－  93  －

史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

い
と
知
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴

史
は
ま
た
、
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
も
ま
た
未
定
の
ま
ま
に
書
か
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
そ
の
過
去

か
ら
特
定
の
目
的
地
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
特
定
の
経
験

を
優
先
し
、
他
の
経
験
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
ら
れ
な

い
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
も
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
描
く
の
に
確
固
と
し
た
目

的
地
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
は
ま
と
ま
り
な
く
散
り
散
り
と
な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
事
例
か
ら
な
る
混
沌
へ
と
霧
散
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
な
る
と
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
ド
イ
ツ
の
偉
大
な
中
世
史
家

ア
ル
ノ
ー
・
ボ
ル
ス
ト
（Arno Borst

）
が
す
で
に
注
意
を
喚
起

し
て
い
る
よ
う
に
、支
離
滅
裂
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

多
種
多
様
な
事
象
か
ら
叙
述
す
る
こ
と
の
で
き
る
ひ
と
つ
の
ま
と
ま

り
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
、
学
術
と
し
て
の
歴
史
の
担
う
課
題
で
あ

る
こ
と
に
疑
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
ま
と
ま
り

に
還
元
で
き
な
い
特
殊
事
例
か
ら
居
場
所
を
奪
う
こ
と
な
し
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
重
要
な
の
は
、
歴
史
の
多
様
性
と
一
体
性

の
あ
い
だ
で
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
作
り
出
す
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と

は
た
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
一
貫
し
た
比
較
の
観
点
か
ら
、
共
通
点
と

相
異
点
の
そ
れ
ぞ
れ
に
等
し
く
関
心
を
払
っ
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
、
方
法
論
的
に
可
能
に
な
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
描

く
こ
と
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
そ
の
目
的
か

ら
、
こ
の
比
較
す
る
こ
と
に
ま
さ
に
左
右
さ
れ
る
の
で
す）
（1
（

。

　
も
ち
ろ
ん
、
比
較
が
研
究
や
叙
述
の
方
法
論
の
全
体
に
ど
の
よ
う

に
適
合
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
し
て
比
較
は
と
り
わ
け
ど
の
目
的

の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
を
決
め
る
必
要
は
あ
り
ま
す
。

一
九
二
七
年
の
オ
ス
ロ
に
お
け
る
国
際
歴
史
家
会
議
で
マ
ル
ク
・
ブ

ロ
ッ
ク
（M

arc Bloch

）
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
比
較
史
」
を

提
唱
し
た
講
演
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

こ
で
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
比
較
と
い
う
も
の
が
他
と
の
関
係
史
的
な
分
析

に
よ
っ
て
つ
ね
に
補
完
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま

す）
（（
（

。
ブ
ロ
ッ
ク
自
身
は
、
対
象
と
同
時
代
の
隣
接
社
会
と
の
比
較
と

い
う
型
に
専
念
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
隣
接
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
社

会
が
間
断
な
く
相
互
に
影
響
し
合
い
、
同
一
の
―
―
そ
の
少
な
く
と

も
一
部
は
共
通
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
主
要
原
因
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
得
る
と
い
い
ま
す
。
か
く
し
て
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
主
著
の
ひ
と
つ
に
お
い
て
、
西
欧
・
中
欧
の
封
建
制
を

他
の
中
世
社
会
と
比
較
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
西
に
つ
い
て
は

ケ
ル
ト
社
会
、
北
に
つ
い
て
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
、
東
と
南
に

つ
い
て
は
ス
ラ
ヴ
と
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
お
よ
び
ビ
ザ
ン
ツ
社
会
と
で

す）
（1
（

。
こ
の
比
較
を
用
い
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封

建
社
会
の
内
部
に
つ
い
て
も
、
国
ご
と
だ
け
で
な
く
、
地
域
ご
と
の

相
異
を
も
浮
き
彫
り
に
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
も
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の
は
、
封
建
的
紐
帯
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
及
ぶ
範
囲
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
と
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史

叙
述
は
、ブ
ロ
ッ
ク
に
そ
の
ま
ま
連
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
封
建
社
会
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
の
概
念
は
、
西
洋
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
が
世
界
的
な
文
化
を
作
り
上
げ
た
と
す
る
観
点
に
基
づ
い
た
も
の

な
の
で
す
。
比
較
の
対
象
と
さ
れ
た
他
の
社
会
は
、
そ
の
際
、
背
景

や
脇
に
留
め
置
か
れ
て
い
ま
す
。
今
日
そ
の
よ
う
に
歴
史
を
見
る
眼

を
受
け
継
ぐ
の
は
、「
西
洋
文
明
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
支
持
し
、
現

代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
じ
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
は
東
欧
が
西
欧
化
し
、

イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
が
啓
蒙
化
と
近
代
化
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な

西
洋
に
適
合
し
さ
え
す
れ
ば
う
ま
く
い
く
と
考
え
る
人
く
ら
い
で

し
ょ
う
。
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
か
ら
こ
う
し
た
期
待
が
正
当

な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
、
克
服
し
が
た
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
実
を

文
化
の
多
様
性
の
な
か
で
見
る
人
は
、
別
の
道
を
探
さ
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
そ
の
際
ま
ず
、
共
通
の
起
源
を
辿
る
こ
と
の
で
き
る
隣
接
社
会
・

隣
接
現
象
だ
け
が
比
較
観
察
さ
れ
得
る
と
い
う
方
法
論
上
の
限
定
が

脇
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
離
れ
た
地
域
の
比

較
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
同
時
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
独

自
の
歴
史
的
因
果
関
係
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
の
で
す
。 

次
に
、
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
る
も
の
が
最
終

的
に
は
一
本
の
線
を
辿
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
直
線
的
な
発
展
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
、
多ヘ

テ

ラ

キ

ヨ

ア

中
心
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
認
識
に
と
っ

て
か
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で

は
、
行ア
ク
タ
ロ

為
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
の
予
測
で
き
な
い
作
用
に
よ
っ

て
結ノ

ロ

ド
節
点
を
形
成
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
の
比
較
と
い
う
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ひ

と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
構
築
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
々
の
現
象
を

孤
立
か
ら
解
放
し
、
限
定
的
な
範
囲
を
持
つ
複
数
の
ま
と
ま
り
や
多

様
な
階レ
イ
ヤ
ロ層

に
結
び
つ
け
る
の
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
す
。
こ
う
し
た

認
識
に
立
っ
て
歴
史
を
書
く
と
い
う
試
み
を
、
私
は
二
〇
〇
二
年

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
盛
期
（
一
〇
五
〇
年
〜
一
二
五
〇
年
）
に
つ

い
て
の
著
作
に
よ
っ
て
世
に
問
い
ま
し
た
。
同
書
は
、
ド
イ
ツ
の

「
ヨ

ハ
イ
ロ
ロ
ー
フ

ヨ

ハ
ピ
ト
テ

ヨ

ハ
ア

ヨ

ハ
ロ
ト
ブ
ロ
フ

ー
ロ
ッ
パ
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
叢
書
の
第
三
巻
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
た
め
、
出
版
社
と
総
監
修
者
の
あ
る
種
の
想
定
に
沿
う
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。
同
書
の
第
一
部
で
は
個
々
の
国
と
民
族
の
歴
史
を
語

り
、
次
に
第
二
部
で
文
化
や
経
済
、
社
会
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

横
断
す
る
か
た
ち
で
の
分
析
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
第

三
部
で
は
、
研
究
上
の
諸
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
第
一
部
に
関
す
る
コ

メ
ン
ト
に
限
定
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
引
用
を
交
え
つ
つ
話
を
進

め
ま
し
ょ
う
。

　
同
叢
書
の
他
の
著
者
た
ち
が
国

ト
フ
ト
ヨ
ロ

ヨ

ナ
ピ
ョ
ナ
ア

民
国
家
の
歴
史
の
伝
統
の
な
か
で

行
っ
た
よ
う
な）
（1
（

、
国
ご
と
の
記
述
を
た
ん
に
並
べ
た
だ
け
の
構
成
は
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
、
歴

史
上
の
まユ

ニ

ッ

ト

と
ま
り
を
少
な
く
と
も
二
つ
比
較
し
て
検
討
し
、
描
こ
う

と
考
え
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
教
会
に
関
し
て
だ
け
は
こ
の
原
則
を
守
る

こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
代
わ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
ぼ

全
域
に
関
し
て
は
、
王
朝
の
歴
史
と
い
う
私
が
選
ん
だ
モ
チ
ー
フ
が

当
て
は
ま
り
ま
し
た）
（1
（

。
私
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
二
つ
の
帝
国
の

歴
史
か
ら
話
を
始
め
、
そ
れ
を
「
引
き
延
ば
さ
れ
た
没
落
の
な
か

の
二
つ
の
帝
国
」
と
い
う
章
題
で
描
写
し
よ
う
と
し
ま
し
た
〔
訳

注
：
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
が
、
中
世
の
二
つ
の
帝
国
と
い
う
形

で
「
延
期
」
さ
れ
た
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る）
（1
（

〕。
も
ち
ろ
ん
、
私

は
こ
こ
で
、
他
の
章
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に

関
し
て
帝
国
な
る
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
関
係
を
顧
慮
し
て
お
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

冒
頭
で
す
で
に
、
中
世
世
界
が
近
代

の
国

ト
フ
ト
ヨ
ロ

ヨ

ナ
ピ
ョ
ナ
ア
別
の
歴
史
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
に

な
る
テ
ー
ゼ
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
中
世
盛
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
政
治
史
は
、
個
々
の
王
国
よ
り
も
、
二
つ
の
帝
国
―
―
西
の
ロ
ー

マ
・
ド
イ
ツ
帝
国
と
東
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
―
―
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
帝
国
は
―
―
―
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
や
り
方

で
―
―
古
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
そ
れ
を
継
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
独
自
の
中
世
的
な

特
徴
を
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
帝
国
は
、
皇
帝
思
想

の
伝
統
を
近
代
へ
と
仲
介
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
は
二
〇
世
紀

に
至
る
ま
で
生
き
続
け
た
の
で
あ
る）
（1
（

」。
ま
た
導
入
と
し
て
、
こ
の

二
つ
の
帝
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
近
隣
社
会
へ
の
相
互
関
係
が
、
両
者
を

比
較
し
つ
つ
概
観
さ
れ
て
い
ま
す
。「
二
つ
の
帝
国
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
』
へ
の
帰
属
の
程
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
た
。
ビ
ザ
ン

ツ
は
、古
代
の
伝
統
の
な
か
で
、世
界
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
っ

た
地
中
海
帝
国
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
首
都
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ア
ジ
ア
か
ら
地
理
的
に
隔
て
る

ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
沿
岸
に
位
置
し
て
い
た
が
、
そ
の
支
配
領
域
は
そ

こ
か
ら
小
ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
カ
フ
カ
ス
山
脈
の
南
の
ア
ル
メ
ニ
ア

に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
は
」、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
ま
で
延
び
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
街
道
の
出
発
地
点

で
あ
り
、目
的
地
点
で
あ
っ
た）
（1
（

」。「
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
外
交
政
策
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
関
係
す
る
限
り
に
お
い
て
か
な
り
の
程
度
ま
で
テ
ュ

ル
ク
系
諸
民
族
に
集
中
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
ス
ラ
ヴ
や
ブ
ル
ガ

ル
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ペ
チ
ェ
ネ
グ
、
ク
マ
ン
ら
に
対
す
る
帝
国
北
側

の
境
界
の
保
全
を
重
視
し
て
い
た
〈
…
〉。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
総
体
と

し
て
政
治
的
に
形
成
す
る
こ
と
に
ビ
ザ
ン
ツ
は
関
心
を
抱
か
な
か
っ

た
し
、そ
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
欠
け
て
い
た
。
と
は
い
え
、

ビ
ザ
ン
ツ
は
一
一
五
〇
年
頃
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
盟
シ
ス
テ
ム
の

形
成
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
の
帝
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
中
央
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
帝
国
は
ロ
ー
マ
と
地
中
海
イ
タ

リ
ア
地
域
も
支
配
領
域
に
含
ん
で
い
た
が
、
そ
の
重
心
は
ア
ル
プ
ス
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以
北
の
ド
イ
ツ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
ド
イ
ツ
王
で
も
あ

る
ロ
ー
マ
皇
帝
は
近
隣
諸
国
す
べ
て
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
。

東
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
よ
う
に
、
こ
の
西
の
帝
国
も
独
自
の
政
治
・

文
化
・
教
会
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
時

の
経
過
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
西
欧
の
諸
王
朝
に
比
べ
て
、
そ
の
主

導
的
な
地
位
は
失
わ
れ
て
い
く
。
し
か
し
ビ
ザ
ン
ツ
の
場
合
と
は
異

な
り
、
そ
の
領
土
の
保
全
は
一
度
も
重
大
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ

た）
（1
（

」。
　「
歩
調
の
異
な
る
台
頭
の
な
か
の
二
つ
の
王
国
」
と
題
さ
れ
た
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
比
較
し
た
次
の
章
は
、
お
そ

ら
く
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
伝
統
的
な
期
待
に
応
え
る
も
の
に
な
り
ま

し
た）
（1
（

。ケ
ル
ト
の
地
で
あ
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
は
、
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
原
則
に
従
っ
て
描
か
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ま
と
ま
り
を
指
向
す
る
ブ
ロ
ッ

ク
の
意
図
を
、
私
は
反
転
さ
せ
ま
し
た
。「
共
通
の
歴
史
的
出
発
点

を
持
つ
隣
接
諸
国
・
地
域
は
、
比
較
考
察
に
と
っ
て
、
歴
史
の
展
開

の
変
わ
り
や
す
さ
に
つ
い
て
認
識
す
る
た
め
の
特
別
な
機
会
を
提
供

し
て
く
れ
る
。
こ
の
諸
々
の
前
提
は
ブ
リ
テ
ン
諸
島
に
お
い
て
与
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
地
理
的
に
互
い
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の

と
見
な
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
と
も
に
海
に
よ
っ
て
大
陸
か
ら
隔

て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ど

ち
ら
に
も
ケ
ル
ト
が
入
植
し
て
い
た
。
ケ
ル
ト
の
民
族
的
・
文
化
的

均
一
性
を
過
大
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
ケ
ル
ト
の
遺

産
が
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
侵
入
を
数
多
く
受
け
た
後
で
も
引

き
続
き
影
響
力
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
に
お
け
る
こ
の

島
々
の
歴
史
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
侵
入
は
、
肯

定
的
に
見
る
な
ら
ば
、
ブ
リ
テ
ン
諸
島
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
境
界

線
を
引
く
こ
と
の
で
き
る
政
治
シ
ス
テ
ム
を
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
た
四
つ

の
民
族
の
形
成
を
促
し
た
の
で
あ
る）
11
（

」。

　
離
れ
た
地
域
を
比
較
す
る
と
い
う
発
想
は
、
ス
ペ
イ
ン
と
ス
カ
ン

デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
章
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。「
ス
ペ
イ
ン
、
つ
ま
り
イ
ベ
リ
ア
半
島
と
、
ス

カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
胴
体
の
四
肢
を
形
成

し
て
い
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
地
続
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ふ
た
つ
の
地
域
は
独
自
の
文
化
世
界
を
示
し
て
お
り
、
―
―
そ
れ
ぞ

れ
の
先
史
時
代
の
影
響
か
ら
―
―
中
世
盛
期
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地

域
と
同
じ
よ
う
に
な
る
の
は
、ご
く
ゆ
っ
く
り
と
で
し
か
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
歴
史
の
力
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
に
は
自
分
た
ち

自
身
の
こ
と
に
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
繰
り
返
し
生
じ

た
一
方
で
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
未
来
は

ま
だ
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
自
由
に
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
た
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
地
域
の
民
に
は
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
広
大
な
地
域
の
あ
い
だ
を
行
き
来
す
る

に
は
長
い
時
間
が
か
か
り
、
船
乗
り
か
巡
礼
者
が
時
折
行
う
だ
け
で
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あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
南
北
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
何
か
を

述
べ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
し
、
ど
ち
ら
の
地
域
も
共
通
し

て
第
三
者
に
依
存
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
係
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
盛
期
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
い
う
地
平
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
と
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ

ヴ
ィ
ア
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
相
互
の
ズ
レ
を
補
正
し
や
す
い
近
隣

諸
地
域
に
つ
い
て
叙
述
す
る
よ
り
も
、
そ
の
特
殊
性
だ
け
で
な
く
、

非
共
時
的
な
も
の
の
同
時
性
を
も
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る）
1（
（

」。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
脅
威
は
、キ
エ
フ
・

ロ
シ
ア
に
対
す
る
遊
牧
民
や
、
ス
ペ
イ
ン
に
対
す
る
ア
フ
リ
カ
か
ら

の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
侵
攻
と
比
較
す
る
観
点
か
ら
扱
わ
れ
ま
し
た）
11
（

。

　
王
朝
を
叙
述
の
根
底
に
お
く
こ
と
の
制
約
は
、
二
つ
の
比
較
に
お

い
て
、
読
者
と
私
自
身
に
は
っ
き
り
示
さ
れ
ま
し
た
。
バ
ル
ト
三
国

か
ら
ア
ド
リ
ア
海
ま
で
の
中
東
欧
と
シ
チ
リ
ア
島
は
、
私
に
は
「
君

主
支
配
の
実
験
場
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
一
方
で）
11
（

、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

と
イ
タ
リ
ア
の
コ
ム
ー
ネ
の
歴
史
に
は
共
和
政
の
思
想
と
行
動
の
痕

跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た）
11
（

。
と
り
わ
け
、
制
度
史
的
に
正
当
化

さ
れ
た
私
の
試
み
は
、
南
欧
の
コ
ム
ー
ネ
や
海
洋
共
和
国
を
、
北
欧

の
「
共
和
国
」
や
島
の
族
長
支
配
と
比
較
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

知
的
に
大
き
な
喜
び
で
あ
り
ま
し
た
が
、
私
の
同
僚
の
多
く
を
困
惑

さ
せ
、
激
高
さ
せ
さ
え
も
し
ま
し
た
。

　
二
〇
〇
二
年
に
上
梓
し
た
私
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
重
大
な
前

提
と
な
っ
て
い
た
の
は
―
―
そ
の
後
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
―

―
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
境
界
線
を
外
部
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
引
く
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
解
釈
で
し
た
。
中
世
に
お
い

て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
討
議
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
一
度
も
な
く
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
名
称
は
、
ベ
ル
ン
ト
・

シ
ュ
ナ
イ
ト
ミ
ュ
ラ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
喚ア
プ
ア
ロ
フ
ベ
グ
ヨ
フ

び
起
こ
し
概
念
」〔
訳

注
：
ひ
と
つ
の
呼
称
が
、
社
会
的
・
政
治
的
な
意
図
や
圧
力
に
応
じ

て
、そ
の
都
度
そ
の
内
容
が
更
新
さ
れ
利
用
さ
れ
る
も
の
〕
と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
吟
味
さ
れ
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
歴
史
家
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
も
の
を
自
分
に
と
っ
て
都
合
の

良
い
よ
う
に
自
由
に
語
る
こ
と
が
で
き
ま
す）
11
（

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際

に
歴
史
家
は
恣
意
的
な
や
り
方
を
し
た
り
、
あ
る
種
の
伝
統
を
ま
っ

た
く
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
イ
ン
ド
や

サ
ハ
ラ
以
南
の
ア
フ
リ
カ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
と
呼
ぶ
と
す
れ

ば
、そ
れ
は
混
乱
を
招
く
だ
け
で
、ほ
と
ん
ど
有
益
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
詳
細
部
分
は
、
我
々
の
歴
史
叙
述
家
と
し
て
の
役
割
か
ら
も
た

ら
さ
れ
ま
す
。
我
々
は
つ
ね
に
同
時
代
の
人
々
に
対
し
て
歴
史
を
書

い
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
対
象
を
扱
う
際
に
も
、
過
去
の
分
析
と
叙

述
を
媒
介
と
し
た
現
在
に
つ
い
て
の
知
見
を
求
め
る
同
時
代
の
人
々

の
期
待
に
沿
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
私
が
意
図
し

た
の
は
、
今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
自
認
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
帰
属
し

た
い
と
考
え
る
全
て
の
人
々
の
た
め
に
歴
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
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し
た
。
そ
の
際
、
周
知
の
通
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
側
を
ど
こ
で
区

切
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
は
困
難
が
生
じ
ま
し
た
。
と

い
う
の
も
、
ど
こ
に
ロ
シ
ア
人
や
ト
ル
コ
人
が
自
ら
を
位
置
づ
け
る

の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
彼
ら
が
そ
の
西
側
の
近
隣
諸
地
域
の
人
々

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
思
わ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

は
、
周
知
の
通
り
議
論
が
あ
る
か
ら
で
す
。
歴
史
家
は
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
現
在
と
将
来
の
政
治
家
の

課
題
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
国
と
人
々
の
ど
ち
ら
を
も
、
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
叙
述
か
ら
原
則
的
に
、
そ
し
て
ど
の
観
点
に
お

い
て
も
排
除
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
ろ
う

こ
と
は
疑
い
を
得
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

他
の
地
域
と
非
常
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
き
た
か
ら
で
す）
11
（

。
こ
こ
で

歴
史
家
と
し
て
ま
っ
た
く
反
対
の
姿
勢
を
と
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
西

洋
と
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
自
分
が
そ
れ
に
よ
っ
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
独
占
化
の
危
険
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
理
念
や
宗
教
や
文
化
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
た
だ
地
理
的
に
の
み
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
境
界
を
設
定
す
る

こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
客
観
的
な
比
較
分
析
へ
の
道
を
開
く
の

で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、「
私
の
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
中
世
の
初
期
お
よ

び
後
期
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
自
身
の
国
家
を
築
い
て
い
た
よ
う
な

大
陸
の
西
南
お
よ
び
東
南
の
地
域
が
つ
ね
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
ラ
テ
ン

語
の
世
界
と
同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
東
欧
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
圏
や

各
地
に
点
在
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
共
同
体
に
加
え
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム

の
共ー

ロ

マ

同
体
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
部
分
を
も
包
含
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で

す
。
こ
の
認
識
に
は
、
二
〇
〇
二
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
盛
期
に

つ
い
て
の
体
系
的
な
比
較
研
究
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
で
は
じ
め
て
至

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た）
11
（

。
つ
ま
り
、 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
結
束
性
と
そ
の

諸
々
の
文
化
間
の
相
異
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
た

の
で
あ
り
、
そ
し
て
全
て
の
こ
と
が
と
り
わ
け
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的

な
基
盤
に
つ
い
て
の
問
い
へ
と
通
じ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
際

と
く
に
興
味
を
引
か
れ
た
の
は
、
共
通
し
た
一
神
教
信
仰
が
三
つ
の

宗
教
の
信
者
に
と
っ
て
意
思
疎
通
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
だ
け
で
な

く
、
排
他
的
な
教
義
が
固
定
化
し
た
り
儀
式
実
践
が
相
互
に
異
な
っ

た
り
す
る
こ
と
で
、
絶
え
間
な
い
争
い
を
生
ん
で
も
い
た
と
い
う
こ

と
で
し
た）
11
（

。
私
の
着
想
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
、
こ
の
意
見

の
一
致
と
衝
突
、
合
意
と
対
立
と
い
う
緊
張
関
係
か
ら
、
そ
の
独
特

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
と
も
な
っ
て
展
開
し
、
表
出
し
た
の
で
す
。
だ

か
ら
、
ズ
ィ
ー
ド
ラ
ー
出
版
が
そ
の
四
巻
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
叢
書

の
中
世
に
関
す
る
巻
を
私
に
書
く
よ
う
に
持
ち
か
け
て
き
た
時
、
私

は
よ
ろ
こ
ん
で
そ
れ
に
飛
び
つ
い
た
の
で
す
。
二
冊
目
と
な
る
こ
の

私
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
は
、
今
度
は
三
〇
〇
年
か
ら

一
四
〇
〇
年
ま
で
を
対
象
と
し
、
中
世
を
キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
な
い
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一
神
教
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
時
代
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を

試
み
る
も
の
で
し
た）
11
（

。

　
二
〇
〇
六
年
に
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
』
と
題
し
た
こ
の
著
作
を
上
梓
し
た
時
、
多
宗
教
と
い
う
見
方

に
基
づ
い
た
私
の
叙
述
へ
の
関
心
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
賛
同
の
声
に

驚
か
さ
れ
ま
し
た）
11
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
西
洋
を
同
一
視
す
る
拙
速
な
見

方
に
対
す
る
私
の
異
議
申
し
立
て
は
根
拠
の
あ
る
も
の
で
、
一
枚
岩

の
キ
リ
ス
ト
教
中
世
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
そ
の
時
代
の
多

様
性
を
正
し
く
も
認
め
さ
せ
た
と
評
さ
れ
た
の
で
す
。
何
人
か
の
評

論
家
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
本
が
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
キ
リ

ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
あ
い
だ
の
接
触
と
衝
コ
ロ
フ
ヨ
ク
ト突
へ
の
関
心
に
み
ご

と
に
応
え
る
も
の
だ
と
、
い
つ
に
な
く
政
治
的
な
論
評
を
行
い
ま
し

た
。
あ
る
批
評
家
だ
け
は
根
本
的
に
異
議
を
唱
え
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ

教
徒
と
い
う
構
成
要
素
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
流
れ
を
決
定

づ
け
る
の
に
関
与
す
る
」
因
子
に
な
る
ま
で
に
は
「
洗
練
さ
れ
て
」

い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。「
根
底
に
あ
る
状
況
は
む
し

ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
西
洋
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
東
洋
と
が
相あ
い
た
い対

し
て
い

た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
方
は
い
ず
れ
に
し
て
も
古

代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
成
に
ま
っ
た
く
関
与
し
な
か
っ
た
の

だ
」
と
。
そ
の
後
、
他
の
著
者
た
ち
の
手
に
よ
る
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
の
叙
述
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ラ
テ
ン
語
を

特
徴
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
伝
統
的
な
見
方
を
固
持
す
る
者
が

い
る
一
方
で
、
私
の
新
し
い
構
想
に
連
な
る
者
も
い
ま
し
た）
1（
（

。
ど
ち

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
今
日
に
至
る
ま
で
お
互
い
に
交
わ
る
こ
と
な
く

並
行
し
て
お
り
、
議
論
は
生
じ
て
い
ま
せ
ん
。
我
々
の
歴
史
像
の
未

来
は
定
ま
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。

　
と
は
い
え
、
私
自
身
は
こ
こ
数
年
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
つ
い

て
の
私
の
新
し
い
解
釈
に
は
、
本
質
主
義
へ
の
望
ま
れ
ざ
る
傾
向
が

含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
認
識
を
次
第
に
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た）
11
（

。
こ
の
疑
い
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
中
世
と
い
う

見
方
に
対
し
て
提
起
し
た
「
一
神
教
的
」
中
世
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
つ

い
て
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
そ

こ
で
意
図
さ
れ
た
の
は
、統
一
的
で
は
な
く
、多
宗
教
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
え
間
な
い
適
応
と
反
発
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か

で
文
化
的
に
華
開
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
疑
念
の
対
象
と

な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
広
ま
り
が
広
範
囲
に
お
い
て
地
理
的
に
マ
ー
キ

ン
グ
可
能
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
中
核
地
域
と
イ
ス

ラ
ー
ム
教
的
な
周
辺
地
域
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
し

た
。
そ
う
で
は
な
く
、
新
し
い
文
ク
ア
ト
ゥ
ロ
ア
ヴ
ィ
ッ
セ
ロ
ピ
ャ
フ
ト

化

研

究
に
よ
っ
て
も
要

求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
や
場
所
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

文
化
の
混
ざ
り
具
合
や
混
ハ
イ
ブ
ヨ
ッ
ド成

化
の
研
究
が
重
要
視
さ
れ
る
べ
き

で
し
た）
11
（

。
さ
ら
に
、
議
論
の
余
地
の
な
い
認
識
と
し
て
は
、
三
つ
の

一
神
教
は
、
地
理
的
に
ど
の
よ
う
に
も
定
義
さ
え
得
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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だ
け
で
な
く
、
同
様
に
北
ア
フ
リ
カ
や
イ
ン
ダ
ス
川
に
至
る
ま
で
の

西
南
ア
ジ
ア
を
も
特
徴
づ
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
三
つ
の
一
神
教
の
特
別
な
関

与
と
い
う
も
の
は
、
大
陸
間
の
比
較
を
行
っ
て
は
じ
め
て
確
か
な
も

の
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
私
は
、
試
み
に
世
界
の
一
神
教

地
帯
と
い
う
言
い
方
を
し
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は

る
か
に
越
え
て
、
大
西
洋
か
ら
イ
ン
ダ
ス
川
に
ま
で
及
ん
だ
も
の
で

す
。
他
方
、
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は

一
神
教
を
奉
じ
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

の
ほ
か
に
、
多
神
教
信
者
や
二
元
論
者
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
無
神

論
者
も
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
文
化
を
宗
教
と

同
一
視
し
た
り
、
文
化
を
宗
教
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
し
た
り
す
る

の
は
、
お
そ
ら
く
単
純
に
す
ぎ
る
の
で
す）
11
（

。

　
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
史
に
お
け
る
こ
う
し
た
諸
々
の
問
題

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
回
避
で
き

ま
す
。
そ
の
名
称
か
ら
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
り
、
グ
ロ
ー

バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
か
な
ら
ず
し
も
世
界
全
体
の
歴
史
で
あ
ろ
う
と

は
し
ま
せ
ん
。
世
界
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
北
ア
フ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
と
い

う
人
間
が
居
住
す
る
限
ら
れ
た
地
域
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
中
世
に
関
し
て
も
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
比
較

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
は
異
な
り
、グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
は
、様
々

な
民
族
や
文
化
、
宗
教
を
持
つ
人
々
の
関
係
と
相
互
作
用
が
重
要
と

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文

明
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
し
て
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て

問
題
の
あ
る
定
義
付
け
を
行
わ
な
い
の
で
す
。「
大
文
明
」
を
特
定

の
地
域
に
結
び
つ
け
、
そ
れ
が
均
一
な
も
の
だ
っ
た
と
主
張
す
る
こ

と
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
は
疑
わ
し
い
も
の
と
な
り
ま
す
。

比
較
史
は
大
抵
の
研
究
者
に
と
っ
て
す
ぐ
に
荷
の
重
い
も
の
と
な
り

ま
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
関
係
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
従

来
の
歴
史
的
思
考
を
正
当
に
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
は
比
較
史
よ
り
も
方
法
論
的
に
要
求
さ
れ

る
こ
と
が
は
る
か
に
少
な
い
の
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
が

成
果
を
上
げ
る
の
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
地
方
や
地
域
の
文
化
の
接

触
や
そ
の
絡
み
合
い
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
の
な
か
で
研
究
す
る
こ

と
を
促
す
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
は

歴
史
上
の
ど
の
場
所
に
つ
い
て
も
営
む
こ
と
が
想
定
で
き
、
そ
れ
ゆ

え
古
い
普
遍
史
と
は
対
照
的
に
明
ら
か
に
研
究
し
や
す
い
も
の
な
の

で
す）
11
（

。 

　
二
〇
一
〇
年
に
Ｗ
Ｂ
Ｇ
出
版
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
叢

書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
の
中
で
、
私
は
ひ
と
つ
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
の
歴
史
と
し
て
三
大
陸
か
ら
な
る
中
世
世
界
を

描
き
出
そ
う
と
試
み
ま
し
た）
11
（

。
し
か
し
以
下
で
は
、
Ｃ
・
Ｈ
・
ベ
ッ

ク
出
版
の
世
界
史
叢
書
と
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
出
版
局
の
執
筆
者
の

一
人
と
し
て
獲
得
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
洞
察
を
ま
と
め
て
お
き
ま



－  100  －－  101  －

史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

し
ょ
う
。
そ
の
た
め
の
原
稿
は
す
で
に
三
年
前
に
提
出
済
み
で
す

が
、
残
念
な
が
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も

今
の
と
こ
ろ
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私
の
原
稿
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
文
脈
に
お
け
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
関
す
る
も
の
で
す

が
、
中
世
全
体
で
は
な
く
、
六
〇
〇
年
か
ら
一
三
五
〇
年
ま
で
の
み

を
扱
っ
て
い
ま
す）
11
（

。

　
西
暦
六
〇
〇
年
ご
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
北
半
球
の
一
部
と
し
て
大

陸
を
横
断
す
る
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
帝
国
構
想
の
な
か
に
取
り
込

ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
古
代
に
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

一
三
五
〇
年
ま
で
の
あ
い
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
つ
な
が
り
は
、
南
で

は
ア
フ
リ
カ
・
サ
ハ
ラ
砂
漠
南
縁
の
サ
ヘ
ル
地
帯
を
、
東
で
は
中
国

を
越
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
朝
鮮
半
島
や
日
本
は
、
こ

の
時
期
に
す
べ
て
の
島
々
に
人
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
太
平
洋
全
域

と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
認
識
外
で
し
た
。
大
西
洋
も
結
び
つ
け

る
よ
り
も
隔
て
る
存
在
で
し
た
。
風
と
海
流
が
西
側
か
ら
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
の
接
触
を
阻
み
ま
し
た
。そ
の
一
方
、反
対
方
向
に
向
か
っ

て
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
、
一
時
的
に
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
も
船
乗
り

と
開
拓
者
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
と
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
と
―
―
お
そ
ら
く
―
―
「
緑
の
島
」
に
お

け
る
彼
ら
と
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
の
接
触
は
ご
く
短
期
間
の
こ
と
に

と
ど
ま
り
、
何
の
影
響
も
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
中
世
に
お

い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
す
で
に
古
代
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ア

ジ
ア
と
（
北
）
ア
フ
リ
カ
と
と
も
に
、
三
大
陸
か
ら
な
る
人
の
居
住

地
域
の
一
部
だ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
活
動
の
空
間
だ
け
が
、
水
上
か

ら
陸
上
へ
と
大
幅
に
移
行
し
ま
し
た
。
世
界
は
ま
だ
、
古
代
ロ
ー
マ

人
が
考
え
た
通
り
に
、
地
中
海
を
ぐ
る
り
と
囲
む
以
上
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
は
い
え
、
北
海
と
バ
ル
ト
海
は
昔
か
ら
の

航
路
と
し
て
、地
中
海
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
そ
の
重
要
性
を
保
ち
、

増
大
さ
せ
て
さ
え
も
い
ま
し
た
。
全
体
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中

世
を
通
じ
て
「
大
陸
化
」
を
経
験
し
ま
し
た
。
陸
上
を
行
く
者
に
は
、

海
上
を
行
く
者
よ
り
も
、
そ
の
政
治
的
・
文
化
的
形
態
を
変
化
さ
せ

る
よ
り
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
少
な
く

と
も
一
四
世
紀
の
半
ば
ま
で
当
て
は
ま
り
ま
す
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
古
代
末
期
の
人
口
移
動
に
は
と
り
わ
け
大

き
な
重
要
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
で
「
民
族
大
移

動
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
規
模
や
ま
と
ま
り
に
は
議
論
が
あ
り
ま

す
が
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
諸
集
団
が
ラ
イ
ン
川
と
ド
ナ
ウ
川
に
お
い
て

リ
ー
メ
ス
を
越
え
て
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
域
に
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た

ち
の
国
を
建
て
ま
し
た
。
多
く
の
歴
史
家
た
ち
は
こ
の
出
来
事
に

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
起
源
」
を
見
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
民

族
大
移
動
が
国
々
の
多
様
性
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
絨
毯
の
し
み
の
よ
う
に
、
後
世
の
国
民
国
家
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
一
体
性
の
な
か
の
多
様
性
と
い
う
も
の
を
す
で
に
こ
の
時
点
で

示
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
理
解
に
対
す
る
異
議
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は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
国
々
の
大
部
分
が
数
世
代
を
経
る

と
軍
事
力
に
勝
る
隣
国
の
犠
牲
と
な
っ
て
滅
亡
し
て
い
き
、
政
治
的

に
は
後
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
と
は
ま
っ
た
く
関
係
し
得
な
い
と

い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
国
々
す
べ
て
の
問
題
は
、
そ
れ
が

純
然
た
る
移
民
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
支
配
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
彼
ら
は
は
る
か
遠
く
に
あ
る
以
前
の
居
住
地
を
完
全
に

棄
て
、
そ
こ
に
戻
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
く
さ
さ
や
か

な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
、
彼
ら
は
多
く
の
先
住
民
の
波
間
に
消
え

て
し
ま
う
怖
れ
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
が
自
己
主
張
を
行
う
こ
と
は
、

マハ

ィ

ア

フ

ポ

ラ

イ
ノ
リ
テ
ィ
居
住
地
域
や
共
存
社
会
を
形
成
し
て
い
く
よ
う
な
厳

格
な
境
界
線
を
設
定
す
る
か
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
文
化
的
に
融
和
す

る
か
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
境
界
線

の
設
定
は
長
く
は
持
続
し
得
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
文
化
的
な
融
和
は

結
局
の
と
こ
ろ
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　「
民
族
大
移
動
国
家
」
の
移
民
は
、
平
和
的
な
入
植
者
か
軍
事
的

な
征
服
者
で
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
よ
り
も
後
々
ま
で
続
く
影
響
力

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
に
と
っ
て
真
に
根
本
的
な
重
要
性
が
あ
っ

た
の
は
、
移
民
や
侵
略
よ
り
も
拡
大
に
よ
る
人
口
の
移
動
と
国
家
形

成
で
し
た
。
こ
の
移
民
や
侵
略
よ
り
も
拡
大
に
よ
る
と
い
う
点
が
決

定
的
な
相
異
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
フ
ラ
ン
ク
人

に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
彼
ら
は
下
ゲ
ル
マ
ニ
ア
の
リ
ー
メ
ス
近
郊
に

居
た
半
ダ
ー
ス
ほ
ど
の
小
部
族
で
し
た
が
、
ま
ず
三
世
紀
半
ば
に

ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
認
識
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
ひ
と
つ
の
民
族
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
人
々
の
も
と
も
と
の

集
団
が
、
遠
方
か
ら
ク
サ
ン
テ
ン
近
郊
の
ラ
イ
ン
川
右
岸
地
域
に
移

住
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
故
郷
を
棄

て
て
見
知
ら
ぬ
土
地
に
定
住
し
よ
う
と
し
た
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
人
や
ブ
ル

グ
ン
ト
人
、
ゴ
ー
ト
人
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン

ク
人
は
後
代
に
な
っ
て
も
移
民
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
は
下

ラ
イ
ン
地
域
を
棄
て
る
こ
と
な
く
、
そ
の
居
住
・
支
配
領
域
を
少
し

ず
つ
拡
大
し
た
の
で
す
。
移
動
し
た
諸
民
族
が
持
っ
て
い
た
、
異
郷

の
波
間
に
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
を
、
フ
ラ
ン
ク
人
が
共
有
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
在
地
の

ロ
ー
マ
人
た
ち
と
絶
え
間
な
く
渡
り
合
い
、
他
の
ゲ
ル
マ
ン
人
よ
り

も
は
る
か
に
開
か
れ
た
態
度
を
と
れ
ま
し
た
。
ゴ
ー
ト
人
や
ヴ
ァ
ン

ダ
ル
人
な
ど
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ク
人
は
と
り
わ
け
、
そ
の
国
の

住
民
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
信
仰
す
る
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
ま
し

た
。
未
知
の
刺
激
を
受
け
入
れ
、
新
し
い
文
化
を
築
く
類
い
希
な
る

素
質
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ク
の
文
化
は
単
な
る
混
ハ
イ
ブ
ヨ
ッ
ド

成
物
以
上
の
も
の

に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
の
国
家
形
成
と
征
服
活
動
に
よ
っ
て
、
他
の

国
々
が
獲
得
し
た
文
化
も
ま
た
中
世
へ
と
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
が
こ
の
よ
う
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的

多
様
性
を
決
定
的
に
促
進
し
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
陸
化
は
、
七
、八
世
紀
以
降
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

軍
隊
が
地
中
海
地
域
に
お
け
る
征
服
活
動
を
進
め
、
北
ア
フ
リ
カ
だ

け
で
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
や
シ
チ
リ
ア
島
に
お
い
て
も
イ
ス
ラ
ー
ム
の

支
配
を
打
ち
立
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
、決
定
的
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
地
中
海
商
業
や
知
識
の
伝
達
に
も
長
い
あ
い
だ
影
響

を
残
し
ま
し
た
。
同
様
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
の
は
、
ム
ハ
ン
マ

ド
に
直
接
続
く
四
代
の
「
正
統
カ
リ
フ
」
が
、
東
方
に
お
い
て
も
ま

た
成
功
を
収
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
を
破
滅

さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
教
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
領
域
か
ら
、
後
に
は
イ
ン
ダ

ス
川
の
南
の
谷
ま
で
及
ぶ
領
域
を
征
服
し
た
こ
と
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
は
、「
地
中
海
と
イ
ン
ド
洋
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
経
済
的
ま

と
ま
り
を
結
び
つ
け
る
中
心
的
な
位
置
を
獲
得
」
し
ま
し
た）
11
（

。
テ
ィ

グ
リ
ス
川
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
の
流
域
と
ペ
ル
シ
ア
湾
、
ナ
イ
ル
川

流
域
と
紅
海
を
統
治
下
に
お
い
た
こ
と
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
西

の
海
（
地
中
海
）
と
東
の
海
（
イ
ン
ド
洋
）
を
結
ん
で
世
界
を
横
断

す
る
地
帯
を
支
配
し
た
の
で
す
。
一
一
世
紀
に
至
る
ま
で
、
陸
海
の

重
要
な
経
済
圏
の
な
か
で
そ
の
支
配
を
免
れ
て
い
た
の
は
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
を
ま
た
ぐ
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
商
業
の
中
心
地
で
あ
る
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
だ
け
で
し
た
。
と
は
い
え
、
地
中
海
に
お
い

て
は
、
キ
プ
ロ
ス
島
や
ク
レ
タ
島
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
を
固
守
し
て

い
た
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
こ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
支
配
と
争
っ
て
い
ま
し

た
。

　
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
と
シ
チ
リ
ア
島
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の

あ
い
だ
に
は
、
一
〇
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
商
業
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
の

シ
ー
ラ
ー
フ
や
バ
ス
ラ
、
そ
し
て
と
り
わ
け
テ
ィ
グ
リ
ス
河
畔
の

イヨ

ヨ

フ

ァ

ロ

ト

ス
ラ
ー
ム
国
家
の
首
都
バ
グ
ダ
ー
ド
が
、
東
方
か
ら
の
品
々
を
輸

入
す
る
港
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
品
々
は
そ
こ
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
へ
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
運
ば
れ
ま
し
た
。
カ
イ

ロ
か
ら
は
、
一
一
世
紀
末
以
降
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
が
イ
ン
ド
貿
易

へ
と
乗
り
出
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
い
ま
や
紅
海
を
通
る
ル
ー
ト

の
方
が
、
テ
ィ
グ
リ
ス
川
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
流
域
と
ペ
ル
シ
ア
湾

を
通
る
ル
ー
ト
よ
り
も
重
要
に
な
り
ま
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

が
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
商
船
団
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
目
的
地
と

な
り
ま
し
た
。
イ
ン
ド
や
中
国
へ
向
か
う
通
商
路
は
、
ア
ラ
ブ
と
ペ

ル
シ
ア
の
商
人
や
船
乗
り
た
ち
が
独
占
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

一
〇
〇
〇
年
ご
ろ
に
そ
れ
ま
で
の
生
産
者
か
ら
買
い
手
へ
の
直
接
納

品
制
に
代
わ
っ
て
、
大
市
場
で
の
取
引
が
登
場
し
、
南
ア
ジ
ア
海
岸

地
域
を
巡
る
商
業
ル
ー
ト
が
大
き
く
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る

と
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
人
―
―
彼
ら
は
し
ば
し
ば
自
身
も
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
で
し
た
―
―
や
、
さ
ら
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教

徒
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
さ
え
も
が
、
ア
ラ
ブ
人
や
ペ
ル
シ
ア
人
に

取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
中
世
に
お
い
て
は
、
こ
の
遠
隔
地
商
業
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
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学
術
交
流
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
キ
ー
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

占
め
て
い
た
の
は
、
西
南
ア
ジ
ア
を
支
配
し
て
い
た
人
々
、
つ
ま
り

と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
し
た
。
中
世
の
こ
の
数
世
紀
に
わ
た

る
知
の
潮
流
を
見
る
と
、
そ
れ
が
東
西
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と

が
す
ぐ
に
分
か
る
で
し
ょ
う
。
ア
ラ
ブ
・
ペ
ル
シ
ア
地
域
か
ら
、
一

方
で
は
西
側
へ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
い
た
る
つ
な
が
り
が
延
び
て
お

り
、
他
方
で
は
東
側
へ
中
国
や
朝
鮮
半
島
、
日
本
へ
と
い
た
る
つ
な

が
り
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
ア
ラ
ブ
・
ペ
ル
シ
ア
地
域
が
東
西

の
あ
い
だ
を
と
り
た
て
て
言
う
ほ
ど
の
規
模
で
仲
介
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
一
〇
世
紀
、
そ
し
て
と
り
わ
け
一
一
世
紀
以
降
、
ス
ペ
イ
ン
と
イ

タ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
徐
々
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
地
中
海

か
ら
排
除
し
て
い
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
拡
大
は
レ
バ
ン
ト
地

方
を
巻
き
込
み
、
当
初
は
む
し
ろ
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
領
域
を
侵
犯
し

ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
十
字
軍
に
よ
る
聖
地
回
復
運
動
に
よ
っ
て
決

定
的
に
促
進
さ
れ
ま
し
た
。
一
二
世
紀
初
頭
以
降
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
や

ピ
サ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
商
人
た
ち
が
、
シ
リ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

あ
い
だ
の
交
易
を
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
掌
中
に
収
め
ま
し
た
。
キ
リ

ス
ト
教
徒
が
聖
地
で
必
要
と
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
港

を
経
由
し
て
配
送
さ
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
一
二
〇
四
年
の
第
四
回

十
字
軍
に
際
し
て
挙
げ
た
成
果
に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
商
人
は
さ
ら

に
黒
海
へ
と
進
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
二
〇
六
年
に
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
人
は
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
ソ
ル
ダ
イ
ア
〔
現
ス
ダ
ク
〕
に
地

歩
を
固
め
、
ま
た
ド
ン
川
河
口
の
タ
ー
ナ
〔
現
ア
ゾ
フ
〕
に
も
定
住

し
ま
し
た
。そ
の
一
方
で
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
だ
っ

た
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
た
ち
は
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
カ
ッ
フ
ァ
〔
現
フ
ェ

オ
ド
ー
シ
ア
〕
に
腰
を
据
え
ま
し
た
（
一
二
六
六
年
）。
こ
れ
ら
を

拠
点
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
後
代
に
中
国
の
絹
の
交
易

に
ち
な
ん
で
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ア
ジ
ア

内
部
の
大
規
模
な
東
西
の
結
び
つ
き
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
す
。
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
（D

schinghis K
han 

一
二
〇
六
―

一
二
七
七
）
と
そ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
る
帝
国
建
設
に
よ
っ
て
、
西

側
で
は
バ
グ
ダ
ー
ド
を
首
都
と
す
る
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
が
征
服
さ
れ
、

東
側
で
は
中
国
全
土
が
支
配
さ
れ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
に
と
っ

て
こ
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
よ
り
安
全
な
も
の
と
な
り
、
関
税
も
よ
り

軽
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。 

　
同
時
期
に
西
地
中
海
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
排
除
さ
れ
て
い
く

と
、
イ
タ
リ
ア
の
船
乗
り
た
ち
は
大
西
洋
に
も
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い

き
ま
し
た
。
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ガ
レ
ー
船
は
、
一
二
七
七
年
以
降
、
定

期
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
フ
ラ
ン
ス
へ
と
航
海
し
て
い
ま
す
。
ピ
サ

の
船
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
商
品
を
マ
ル
セ
イ
ユ
へ
と
運
び
、
さ

ら
に
フ
ラ
ン
ド
ル
へ
も
運
び
ま
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
帆
船
は
、

一
四
世
紀
初
頭
以
降
、
リ
ス
ボ
ン
ま
で
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
サ
ン
ウ
ィ
ッ
チ
や
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
、
ロ
ン
ド
ン
、
あ
る
い
は
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ブ
ル
ッ
ヘ
や
ス
ロ
イ
ス
、
ミ
デ
ル
ブ
ル
フ
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
へ

と
航
海
し
て
い
ま
し
た
。

　
一
四
世
紀
半
ば
ご
ろ
、ア
ジ
ア
で
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
時
代
」
が
終
わ
り
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
の
分
立
し
た
ハ
ン
国
間
の

抗
争
が
解
消
不
能
な
も
の
と
な
り
、
ペ
ス
ト
が
流
行
し
、
遊
牧
民
の

大
部
分
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
改
宗
し
、
中
国
で
は
元
王
朝
が
漢
民
族

の
明
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
よ
そ
者
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
拒
絶
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
遠
隔
地
商
業
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン

以
前
の
時
代
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
イ
ス
ラ
ー
ム
の
仲
介
者

の
手
に
握
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
一
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
の
、
地
中
海
地
域
と
さ
ら
に

東
方
に
向
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
業
の
拡
大
に
つ
い
て
、
歴
史
学
は

さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
行
っ
て
い
ま
す
。
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
伝
統

を
受
け
継
い
だ
フ
ラ
ン
ス
の
中
世
史
家
た
ち
は
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
内
側
で
の
諸
々
の
動
機
に
帰
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
口
増

加
や
農
業
生
産
高
の
増
大
、
分
業
化
と
専
業
化
の
進
展
、
そ
し
て
都

市
の
急
速
な
発
展
と
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
「
経
済
革
命
」
が
あ
っ
た

と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
封
建
時
代
の
第
二
期
は
、
商

業
社
会
や
都
市
社
会
を
前
に
し
て
の
農
業
経
済
や
農
業
社
会
の
後
退

と
し
て
も
、
自
然
経
済
か
ら
貨
幣
経
済
へ
の
移
行
と
し
て
も
解
釈
で

き
な
い
と
い
い
ま
す
。
中
世
世
界
は
、
一
〇
五
〇
年
以
降
も
土
地
所

有
の
世
界
の
ま
ま
で
あ
り
、
土
地
所
有
こ
そ
が
全
て
の
富
と
権
力
の

源
泉
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
じ
た
社
会
と
経

済
の
変
化
は
「
精
神
的
な
再
生
」
に
と
も
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
我
々
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
躍
進
と
呼
ぶ
、
包
括
的
で
、
枝

分
か
れ
し
た
全
体
の
一
部
を
成
す
も
の
だ
」
と
い
い
ま
す）
11
（

。
西
ド
イ

ツ
の
中
世
史
研
究
で
も
同
様
に
革
命
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
用
い
ら
れ
、

中
世
盛
期
の
「
開
ア
ー
フ
ブ
ア
フ進
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

近
代
に
至
る
道
の
り
と
し
て
現
代
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
り
、
あ
る
い

は
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
点
で
近
代
と
比
較
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
依
拠
す
る
な
か
で
、
こ
の
「
開
進
」
は
、

合
理
化
に
向
か
う
西
洋
特
有
の
傾
向
の
兆
し
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の

で
す）
11
（

。
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
に
生
ま
れ
た
そ
の
よ
う
な
歴
史

の
解
釈
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
説
得
力
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
西

洋
的
な
近
代
が
歴
史
の
最
終
目
的
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
も
は
や

ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
代
わ
り
に
さ
ま
ざ
ま
な
近
代
性
へ

と
至
る
た
く
さ
ん
の
文
化
的
な
ル
ー
ト
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す）
1（
（

。

　
近
年
、
別
の
解
釈
が
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ア
ブ
ー
＝
ル
ゴ
ド
（Janot 

Abu-Lughod

）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
ま
し
た）
11
（

。
彼
女
は
、

一
二
五
〇
年
か
ら
一
三
五
〇
年
ま
で
の
時
代
に
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

中
国
を
両
極
と
し
て
広
が
っ
て
い
た
、
商
業
と
文
化
交
流
の
世
界
シ

ス
テ
ム
を
再
構
成
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
地
域
ご

と
に
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
た
諸
々
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
歯
車
が
、
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そ
の
一
〇
〇
年
間
に
互
い
に
か
み
合
っ
た
の
で
す
。
相
互
に
結
び
つ

い
た
輪
か
ら
な
る
鎖
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
商
人
は
、
太

平
洋
か
ら
黄
海
ま
で
旅
し
た
の
で
は
な
く
、
途
中
に
あ
る
多
く
の
中

継
地
点
で
荷
を
積
み
替
え
て
、
そ
の
積
み
替
え
た
荷
を
さ
ら
に
売
っ

た
の
で
す
。
そ
こ
で
は
三
つ
の
文
化
的
地
域
―
―
東
ア
ジ
ア
、
ア
ラ

ビ
ア
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
と
、
八
つ
の
経
済
的
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が

区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
の
大
市

や
フ
ラ
ン
ド
ル
の
都
市
ブ
ル
ッ
ヘ
と
ヘ
ン
ト
、
イ
タ
リ
ア
の
港
湾
都

市
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
集
約
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
議
論
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
の

毛
織
物
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
奢
侈
品
の
交
換
、
お
よ
び
貨
幣
流
通
が
商

業
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
シ
ス
テ
ム
は
、

一
二
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
の
地
中
海
圏
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
中
世
の
世
界
シ
ス
テ
ム
が
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
す
べ
て
の
人
と
地
域
を
ひ
と
つ
に

ま
と
め
上
げ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
は
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い

い
ま
す
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
島
の
よ
う
に
お
互
い
に
孤
立
し
て
点
在

す
る
、
多
く
の
重
要
な
都
市
か
ら
な
る
も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
中

心
地
の
あ
い
だ
の
交
流
は
同
様
に
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
発
展
も
脆
弱
な
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
世
の
世
界

シ
ス
テ
ム
は
、
一
六
世
紀
の
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
と
直
接
つ
な
が
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
中
世
盛
期
に
お
い

て
商
業
の
世
界
規
模
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
た
こ
と
が
、
こ
の
中
世

の
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
の
原
因
に
も
な
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
そ
の
崩

壊
は
主
と
し
て
ペ
ス
ト
の
流
行
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
す

が
、
そ
の
ペ
ス
ト
は
そ
れ
ま
で
商
品
が
行
き
来
し
て
い
た
の
と
同
じ

ル
ー
ト
を
辿
っ
て
広
ま
っ
た
の
で
す
。

　
ア
ブ
ー
＝
ル
ゴ
ド
は
、
古
い
歴
史
叙
述
に
み
ら
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
を
克
服
し
た
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に

は
、
彼
女
は
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
囚
わ
れ
つ
づ
け
て
い

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
一
一
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
的
躍
進

に
鍵キ

ロ

ロ

ロ

ア

と
な
る
重
要
性
を
求
め
る
見
方
は
、
す
で
に
ア
ン
リ
・
ピ
レ

ン
ヌ
（H

enri Pirenne

）
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
商
業
の
北
イ
タ
リ
ア

と
、
フ
リ
ー
ス
人
と
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
諸
部
族
が
活
動
し

た
低
地
地
方
の
相
互
作
用
か
ら
導
き
出
し
て
い
た
も
の
だ
か
ら
で

す）
11
（

。
そ
の
意
味
で
、
ア
ブ
ー
＝
ル
ゴ
ド
も
ま
た
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
圏

に
土
着
の
諸
力
が
あ
る
と
い
う
論
証
の
仕
方
を
し
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ど
ち
ら
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
中
海
商
業
の

躍
進
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
地
中
海
シ
ス
テ
ム
が
先
行
し
て
い
た
こ

と
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
中
海
商
業
の
躍
進
は
け
っ
し
て
イ
ス

ラ
ー
ム
の
ア
ジ
ア
交
易
を
廃
れ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
こ
の
時
期
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
完
全
に
東
方
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へ
と
押
し
戻
し
、
地
中
海
の
制
海
権
を
握
り
ま
し
た
。
し
か
し
も
ち

ろ
ん
そ
れ
だ
け
が
す
べ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
イ

ス
ラ
ー
ム
の
国
家
や
商
人
た
ち
は
、
と
り
わ
け
聖
地
国
家
の
崩
壊
と

モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
の
衰
退
の
後
も
、
引
き
続
き
中
央
ア
ジ
ア
と
東
ア

ジ
ア
へ
の
コ
ン
タ
ク
ト
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

し
た
。
十
字
軍
遠
征
の
時
代
が
終
わ
り
を
迎
え
た
後
は
、
も
は
や

ア

ア

ロ

･

ア

フ

ヨ

ア

アン
ダ
ル
シ
ア
地
方
で
は
な
く
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
が
―
―
今
ま

で
も
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
―
―
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
の

商
業
圏
の
あ
い
だ
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
市
場
」
で
し
た）
11
（

。

　
中
世
盛
期
の
終
わ
り
頃
に
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
以
前
よ
り
も
さ

ら
に
大
幅
に
内
側
へ
と
後
退
し
て
い
ま
し
た
。一
三
五
〇
年
頃
に
は
、

六
〇
〇
年
や
八
〇
〇
年
、
あ
る
い
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
二
〇
〇
年
頃

よ
り
も
ず
っ
と
地
方
的
だ
っ
た
の
で
す
。
東
方
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

拡
大
す
る
力
が
衰
え
、
西
方
で
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
と
い
う
大
西
洋

の
前
哨
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
一
二
六
一
年
に
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
を
そ

の
王
国
の
支
配
下
に
収
め
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
人
々
は
、
一
三
六
〇
年

ご
ろ
に
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
「
西
入
植
地
」
が
「
ス
ク
レ
ー
リ
ン
グ

（skraelings

）」
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
時
に
、
そ
の
住
民
を
守
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
「
ス
ク
レ
ー
リ
ン
グ
」
と
は
お

そ
ら
く
、
一
三
七
九
年
に
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
よ
り
大
規
模
な
「
東

入
植
地
」
を
も
襲
撃
し
た
イ
ヌ
イ
ッ
ト
（
カ
ラ
ー
リ
ト
）
の
こ
と
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
の
襲
撃
で
は
一
八
名
の
成
人
男
性
が
殺
さ
れ
、
数

名
の
若
者
が
奴
隷
に
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
期
に
は
、
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
は
ず
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
の
商
船
が
現
れ
な
く
な
り
、

一
四
一
〇
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
戻
っ
た
船
が
最
後
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
没
落
に
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
敵

対
的
な
イ
ヌ
イ
ッ
ト
た
ち
よ
り
も
、
島
の
自
然
資
源
に
関
す
る
入
植

者
た
ち
の
失
策
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
側
へ
の
閉
じ
こ
も
り
は
、
と
り
わ
け
政
治
史
に

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

一
四
世
紀
に
お
い
て
、
各
王
朝
は

落
ち
着
き
の
な
さ
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
征
服
活
動
、
つ
ま
り
暴
力
に

よ
っ
て
、
あ
る
い
は
協
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
そ
の
支
配
の
範
囲
を

広
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
盛
期
中
世
に
そ
の
予
兆
が
見
ら
れ

た
、
大
陸
に
お
け
る
国
民
国
家
的
な
区
分
け
の
輪
郭
は
こ
の
時
期
に

消
え
去
り
、
よ
う
や
く
近
代
な
っ
て
そ
れ
ま
で
よ
り
も
は
っ
き
り
し

た
形
で
姿
を
現
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
教
会
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸

王
朝
に
お
い
て
中
心
的
な
構
造
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
と
、
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
ち
が
次
第
に
そ
の
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。

一
三
五
〇
年
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
は
っ
き
り
と

キ
リ
ス
ト
教
的
だ
っ
た
の
で
す
。

　
で
は
、
中
世
盛
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
西
側
を
特
徴
づ
け
て
い
た
グ

ロ
ー
バ
ル
な
も
の
は
、
一
四
世
紀
に
す
べ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
信
じ
た
く
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
こ

と
を
覆
す
論
拠
を
見
つ
け
る
の
は
極
め
て
難
し
い
の
で
す
。
一
五
世
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紀
末
に
ア
フ
リ
カ
を
ぐ
る
り
と
廻
っ
て
イ
ン
ド
へ
と
至
る
航
路
が
開

か
れ
た
こ
と
で
は
じ
め
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
狭
く
な
り
す

ぎ
た
古
代
・
中
世
的
な
地
中
海
世
界
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
。
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註（1
）M

ichael B
orgolte, E

uropa entdeckt seine V
ielfalt. 

1050–1250 , (H
andbuch der G

eschichte E
uropas, B

d. 3), 
Stuttgart, 2002; D

ers., C
hristen, Juden, M

uselm
anen. 

D
ie E

rben der Antike und der Aufstieg des Abendlandes 
300 bis 1400 n. C

hr ., (Siedler G
eschichte E

uropas), 
M

ünchen, 2006.

（
2
）S

ch
w

erpu
n

ktprogram
m

 1173 der D
eu

tsch
en 

Forschungsgem
einschaft „Integration und D

esintegration 
der K

ulturen im
 europäischen M

ittelalter“, Laufzeit 
2005–2011.

以
下
の
論
集
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, Juliane 

Schiel, B
ernd Schneidm

üller und A
nnette Seitz (H

rsg.), 
M

ittelalter im
 Labor. D

ie M
ediävistik testet W

ege zu 
einer transkulturellen E

uropaw
issenschaft , (E

uropa im
 

M
ittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen 

K
om

paratistik, Bd. 10), Berlin, 2008; M
argit M

ersch und 
U

lrike R
itzerfeld (H

rsg.), Lateinisch-griechisch-arabische 
B

egegnungen. K
ulturelle D

iversität im
 M

ittelm
eerraum

 
des Spätm

ittelalters , (E
uropa im

 M
ittelalter, B

d. 15), 
B

erlin, 2009; M
ichael Borgolte und Bernd Schneidm

üller 
(H

rsg.), H
ybride K

ulturen im
 m

ittelalterlichen E
uropa. 

V
orträge u

n
d

 W
orksh

ops ein
er in

tern
ation

alen 
Frühlingsschule. H

ybrid C
ultures in M

edieval E
urope. 

Papers and W
orkshops of an International Spring School , 

(E
uropa im

 M
ittelalter, B

d. 16), B
erlin, 2010; M

ichael 
B

orgolte, Julia D
ücker, M

arcel M
üllerburg und B

ernd 
Schneidm

üller (H
rsg.), Integration und D

esintegration 

der K
ulturen im

 europäischen M
ittelalter , (E

uropa im
 

M
ittelalter, B

d. 18), B
erlin, 2011; M

ichael B
orgolte, 

Julia D
ücker, M

arcel M
üllerburg, Paul Predatsch und 

B
ernd Schneidm

üller (H
rsg.), E

uropa im
 G

eflecht der 
W

elt. M
ittelalterliche M

igrationen in globalen B
ezügen , 

(Europa im
 M

ittelalter, Bd. 20), Berlin, 2012. 

ま
た
以
下
も

見
よ
。Thom

as Foerster, Vergleich und Identität. Selbst- 
und Frem

ddeutung im
 N

orden des hochm
ittelalterlichen 

E
uropa , (E

uropa im
 M

ittelalter, B
d. 14), B

erlin, 2009; 
Juliane Schiel, M

ongolensturm
 und Fall K

onstantinopels. 
D

om
inikanische E

rzählungen im
 diachronen V

ergleich , 
(Europa im

 M
ittelalter, Bd. 19), B

erlin, 2011.

（
3
）
以
下
の
既
刊
を
参
照
。M

ich
ael B

orgolte, “Ü
ber 

europäische und globale G
eschichte des M

ittelalters. 
H

istoriographie im
 Zeichen kognitiver E

ntgrenzung,” in 
K

laus Ridder und Steffen Patzold (H
rsg.), D

ie Aktualität 
der V

orm
oderne. E

pochenentw
ürfe zw

ischen A
lterität 

und K
ontinuität , (E

uropa im
 M

ittelalter, Bd. 23), Berlin, 
2013, S. 47–65; D

ers., “M
ittelalter in der größeren W

elt. 
M

ediävistik als globale G
eschichte,” in D

ers., M
ittelalter 

in der größeren W
elt. E

ssays zur G
eschichtsschreibung 

und B
eiträge zur F

orschung , (H
rsg.) von T

illm
ann 

Lohse und B
enjam

in Scheller, (E
uropa im

 M
ittelalter, 

B
d. 24), B

erlin, 2014, S. 533–546; N
D

 in M
ichael 

W
ildt (H

rsg.), G
eschichte denken. Perspektiven auf die 

G
eschichtsschreibung heute , G

öttingen, 2014, S. 52–68.

（
4
）
以
下
を
参
照
。Sebastian C

onrad, G
lobalgeschichte. E

ine 
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E
inführung , M

ünchen, 2013; Jürgen O
sterham

m
el, 

D
ie V

erw
andlung der W

elt. E
ine G

eschichte des 
19. Jahrhunderts , M

ünchen, 2009; D
ers. (H

rsg.), 
W

eltgeschichte , (Basistexte G
eschichte, Bd. 4), Stuttgart, 

2008.

（
5
）A

dvanced G
rant des E

R
C

 im
 Zuge des Siebten 

Forschungsrahm
enprogram

m
s (FR

P 2007–2013) für 
“F

oundations in M
edieval Societies. C

ross-cultural 
C

om
parisons,” 2012–2017. 

こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
て
い

る
の
は
、M

ichael B
orgolte (H

rsg.), E
nzyklopädie des 

Stiftungsw
esens in m

ittelalterlichen G
esellschaften. B

d. 
1: G

rundlagen , B
erlin, 2014; B

d. 2: D
as soziale System

 
Stiftungen , Berlin, 2015; D

ers., “Foundations in M
edieval 

Societies. C
ross-cultural C

om
parisons. A

 Project of the 
E

uropean R
esearch Council at the H

um
boldt U

niversity 
of B

erlin,” Journal of Transcultural M
edieval Studies ,1 

(2014), S. 161–166; D
ers., “Foundations ‘for the Salvation 

of the Soul’ – an Exception in W
orld H

istory?,” M
edieval  

W
orlds ,1

(2015), S. 86–105; D
ers., “W

ie W
eltgeschichte 

erforscht w
erden kann. Ein Projekt zum

 interkulturellen 
V

ergleich im
 m

ittelalterlichen Jahrtausend,” Zeitschrift 
für H

istorische Forschung, 43-1 (2016), S. 1-25.

（
6
）M

ichael B
orgolte, “K

om
m

unikation – H
andel, K

unst 
und W

issenstausch,” in Johannes Fried und Ernst-D
ieter 

H
ehl (H

rsg.), W
eltdeutungen und W

eltreligionen, 600 
bis 1500 , (W

B
G

 W
eltgeschichte. E

ine G
lobalgeschichte 

von den A
nfängen bis ins 21. Jahrhundert, B

d. 3), 

D
arm

stadt, 2010, S. 17–56, Lit.: 469 f.; N
D

 in D
ers., 

M
ittelalter in der größeren W

elt (w
ie Anm

. 3), S. 493–532; 
D

ers., “Zw
ischen zw

ei K
atastrophen. E

uropas W
esten 

von 600 bis 1350,” in Cem
al K

afadar (H
rsg.), Agrarische 

und nom
adische H

erausforderungen , (G
eschichte der 

W
elt, Bd. 2), im

 D
ruck (M

s. von O
ktober 2012).

（
7
）
以
下
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, “V

or dem
 E

nde der 
N

ationalgeschichten? C
hancen und H

indernisse für 
eine G

eschichte E
uropas im

 M
ittelalter,” H

istorische 
Z

eitschrift , 272 (2001), S. 561–596; N
D

 in D
ers., 

M
ittelalter in der größeren W

elt  (w
ie A

nm
. 3), S. 31–59, 

hier 53.

（
8
）M

ichael M
itterauer, W

arum
 E

uropa? M
ittelalterliche 

G
rundlagen eines Sonderw

egs , M
ünchen, 2003. 

こ
れ
に
関

し
て
肯
定
的
な
の
は
、Johannes Fried, “R

eis statt R
oggen. 

M
ichael M

itteraues E
uropa-B

uch reißt Perspektiven 
auf,” Frankfurter Allgem

eine Zeitung , vom
 30.6.2013. 

そ

れ
に
対
し
て
批
判
的
な
の
は
、M

ichael B
orgolte, “E

uropas 
G

retchenfrage. M
ichael M

itterauer über den A
ufstieg 

des O
kzidents,” Süddeutsche Zeitung , vom

 27.10.2013, 
S. 16; Ludolf K

uchenbuch, “K
ontrastierter O

kzident. 
B

em
erkungen zu M

ichael M
itterauers B

uch “W
arum

 
Europa? M

ittelalterliche G
rundlagen eines Sonderw

egs”,” 
H

istorische Anthropologie ,14 (2006), S. 410–429.
（
9
）
以
下
を
参
照
。M

ich
ael B

orgolte, “E
u

ropäisch
e 

G
eschichten. M

odelle und A
ufgaben vergleichender 

H
istoriographie,” in M

arc Löw
ener (H

rsg.), D
ie “B

lüte” 
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der Staaten des östlichen E
uropa im

 14. Jahrhundert , 
W

iesbaden, 2004, S. 303–328, hier: 324–326.

（
10
）
以
下
を
参
照
。M

ichael Borgolte (H
rsg.), D

as europäische 
M

ittelalter im
 Spannungsbogen des Vergleichs. Zw

anzig 
internationale B

eiträge zu P
raxis, P

roblem
en und 

Perspektiven der historischen K
om

paratistik , (Europa im
 

M
ittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen 

K
om

paratistik, B
d. 1), B

erlin, 2001. 

こ
の
叢
書
で
は
、

二
〇
二
〇
年
ま
で
に
他
に
三
四
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）E

bd., S. 311

に
よ
る
。

（
12
）E

bd., S. 316 f.

（
13
）
以
下
を
参
照
。W

olfgang Schuller, D
as E

rste E
uropa. 

1000 v. C
hr. – 500 n. C

hr ., (H
andbuch der G

eschichte 
E

uropas, B
d. 1), Stuttgart, 2004; H

ans-W
erner G

oetz, 
E

uropa im
 frühen M

ittelalter. 500–1050 , (H
andbuch, 

B
d. 2), S

tuttgart, 2003; M
ichael N

orth, E
uropa 

expandiert. 1250–1500 , (H
andbuch, B

d. 4), Stuttgart, 
2007; G

ünter V
ogler, E

uropas A
ufbruch in die N

euzeit. 
1500–1650 , (H

andbuch, B
d. 5), Stuttgart, 2003; H

einz 
D

uchhardt, E
uropa am

 V
orabend der M

oderne. 1650–
1800 , (H

andbuch, B
d. 6), Stuttgart, 2003; W

olfgang 
von H

ippel, E
uropa zw

ischen R
eform

 und R
evolution. 

1800–1850 , (H
andbuch, B

d. 7), Stuttgart, 2012; Jörg 
Fisch, E

uropa zw
ischen W

achstum
 und G

leichheit. 1850–
1914 , (H

andbuch, B
d. 8), Stuttgart, 2002; W

alther L. 
Bernecker, E

uropa zw
ischen den W

eltkriegen. 1914–1945 , 
(H

andbuch, B
d. 9), Stuttgart, 2002. 

第
二
次
世
界
大
戦
後
の

時
代
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
た
第
一
〇
巻
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。

（
14
）B

orgolte, E
uropa entdeckt seine V

ielfalt  (w
ie A

nm
. 

1), S. 24–220: “D
ie europäischen M

onarchien: E
ine 

E
rfolgsgeschichte m

it W
idersprüchen,” D

arin 2.1.2: 
“Angem

aßte H
egem

onie: D
ie Röm

ische K
irche”.

（
15
）Ebd., S. 27–75.

（
16
）Ebd., S. 27.

（
17
）Ebd., S. 28.

（
18
）Ebd., S. 28.

（
19
）Ebd., S. 95–115.

（
20
）Ebd., S. 116.

（
21
）Ebd., S. 142.

（
22
）Ebd., S. 167–185.

（
23
）Ebd., S. 185–210.

（
24
）Ebd., S. 211–221. 

（
25
）B

ernd S
chneidm

üller, “D
ie m

ittelalterlichen 
K

on
stru

k
tion

en
 E

u
rop

a
s. K

on
vergen

z u
n

d 
D

ifferenzierung,” in H
einz D

uchhardt und A
ndreas 

K
u

n
z (H

rsg.), “E
u

rop
ä

isch
e G

esch
ich

te” a
ls 

historiographisches Problem
, (V

eröffentlichungen des 
Instituts für E

uropäische G
eschichte M

ainz. A
bteilung 

U
niversalgeschichte, B

eiheft 42), M
ainz, 1997, S. 5–24, 

hier 6–16; M
ichael B

orgolte, “Zw
ischen E

rfindung und 
K

anon. Zur K
onstruktion der Fakten im

 europäischen 
H

ochm
ittelalter,” in Andreas Bihrer und Elisabeth Stein 

(H
rsg.), N

ova de veteribus. M
ittel- und neulateinische 

Studien für Paul G
erhard Schm

idt , Leipzig, 2004, S. 
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ー
ロ
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史
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ロ
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バ
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ス
ト
リ
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ボ
ル
ゴ
ル
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）

292–325, N
D

 in D
ers., M

ittelalter in der größeren W
elt  

(w
ie A

nm
. 3), S. 79–112, 

こ
こ
で
は 82–85. 

最
新
の
も
の
と
し

て
、K

laus O
schem

a, B
ilder von E

uropa im
 M

ittelalter , 
(M

ittelalter-Forschungen, Bd. 43.), O
stfildern, 2013.

（
26
）
以
下
を
参
照
。B

orgolte, “Ü
ber europäische und globale 

G
eschichte” (w

ie Anm
. 3), S. 59.

（
27
）
以
下
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, “W

ie E
uropa seine 

V
ielfalt fand. Ü

ber die m
ittelalterlichen W

urzeln für die 
Pluralität der W

erte,” in H
ans Joas und K

laus W
iegandt 

(H
rsg.), D

ie kulturellen W
erte E

uropas , Frankfurt am
 

M
ain, 2005, S. 117–163; D

ers., “Juden, C
hristen und 

M
uslim

e im
 M

ittelalter,” in Ludger H
onnefelder (H

rsg.), 
Albertus M

agnus und der U
rsprung der U

niversitätsidee. 
D

ie B
egegnung der W

issenschaftskulturen im
 13. 

Jahrhundert und die E
ntdeckung des K

onzepts der 
B

ildung durch W
issenschaft , B

erlin, 2011, S. 27–48, 
423–437, N

D
 in D

ers., M
ittelalter in der größeren W

elt  
(w

ie A
nm

. 3), S. 401–424.

（
28
）
以
下
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, “E

in einziger G
ott für 

E
uropa. W

as die A
nkunft von Judentum

, C
hristentum

 
und Islam

 für E
uropas G

eschichte bedeutete,” in 
W

infried E
berhard und C

hristian Lübke (H
rsg.), D

ie 
V

ielfalt E
uropas. Identitäten und R

äum
e. B

eiträge zu 
einer internationalen K

onferenz 6. bis 9. Juni 2007 , 
Leipzig, 2009, S. 581–590.

（
29
）B

orgolte, C
hristen, Juden, M

uselm
anen  (w

ie Anm
. 1).

（
30
）
以
下
の
記
述
は
次
の
文
献
に
よ
る
。M

ichael B
orgolte, “Ü

ber 

den Tag hinaus. W
as nach dem

 Schw
erpunktprogram

m
 

kom
m

en könnte,” in D
ers. und Schneidm

üller (H
rsg.), 

H
ybride K

ulturen  (w
ie A

nm
. 2), S. 309–328, 

こ
こ
で
は 

311–314, m
it Lit.zitaten.

（
31
）
以
下
を
参
照
。Egon Boshof, E

uropa im
 12. Jahrhundert. 

A
uf dem

 W
eg in die M

oderne , Stuttgart, 2007; V
erena 

P
ostel, D

ie U
rsprü

n
ge E

u
ropas. M

igration
 u

n
d 

Integration im
 frühen M

ittelalter , Stuttgart, 2004. 

最

新
の
も
の
と
し
て
、R

einhold K
aiser, D

ie M
ittelm

eerw
elt 

und E
uropa in Spätantike und Frühm

ittelalter , (N
eue 

Fischer W
eltgeschichte), Frankfurt am

 M
ain, 2014. 

そ
れ

と
は
対
照
的
な
の
が
、R

udolf Schieffer, C
hristianisierung 

und R
eichsbildungen. E

uropa 700–1200 , (C
. H

. B
eck 

G
eschichte E

uropas), M
ünchen, 2013. 

ま
た
以
下
も
参
照
。

Bernd Schneidm
üller, G

renzerfahrung und m
onarchische 

O
rdnung. E

uropa 1200–1500 , (C
. H

. B
eck G

eschichte 
Europas), M

ünchen, 2011.

（
32
）
と
り
わ
け
以
下
を
参
照
。B

orgolte, “Ü
ber den Tag hinaus” 

(w
ie Anm

. 30). 

さ
ら
に
詳
し
く
は
、Alm

ut H
öfert, K

aisertum
 

und K
alifat. D

er im
periale M

onotheism
us im

 Früh- und 
H

ochm
ittelalter , (R

eihe “G
lobalgeschichte,” B

d. 21), 
Frankfurt-N

ew
 York, 2015.

（
33
）M

ichael B
orgolte, “M

igrationen als transkulturelle 
V

erflechtungen im
 m

ittelalterlichen E
uropa. E

in neuer 
Pflug für alte Forschungsfelder,” H

istorische Zeitschrift , 
289 (2009), S. 261–285, N

D
 in D

ers., M
ittelalter in der 

größeren W
elt  (w

ie Anm
. 3), S. 425–444.
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（
34
）
こ
の
部
分
と
以
下
に
続
く
箇
所
は
、B

orgolte, M
ittelalter in 

der größeren W
elt  (w

ie Anm
. 3), S. 536 f. 

に
よ
る
。

（
35
）
最
新
の
も
の
と
し
て
以
下
を
参
照
。B

orgolte, “W
ie 

W
eltgeschichte erforscht w

erden kann” (w
ie Anm

. 5).

（
36
）B

orgolte, “K
om

m
unikation” (w

ie Anm
. 6).

（
37
）B

orgolte, “Zw
ischen zw

ei K
atastrophen” (w

ie Anm
. 6).

（
38
）A

ndré W
ink, Al-H

ind. The M
aking of the Indo-Islam

ic 
W

orls, Vol. 1: E
arly M

edieval India and the E
xpansion of 

Islam
, 7th–11th C

enturies , Boston-London, 2002, S. 10.

（
39
）Jacques L

e G
off, D

as H
ochm

ittelalter , (F
ischer 

W
eltgeschichte, Bd. 11), Frankfurt am

 M
ain, 1965, S. 16. 

以
下
を
参
照
。B

orgolte, E
uropa entdeckt seine Vielfalt  (w

ie 
A

nm
. 1), S. 337–357, hier 343.

（
40
）
以
下
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, “E

inheit, R
eform

, 
R

evolution. D
as H

ochm
ittelalter im

 U
rteil der 

M
odernen,” G

öttingische G
elehrte Anzeigen , 248, H

eft 3/4 
(1996), S. 225–258, hier 246 f.

（
41
）
数
多
く
の
文
献
の
な
か
で
も
代
表
的
な
の
は
、Shm

uel N
. 

E
isenstadt (ed.), M

ultiple M
odernities , N

ew
 B

runsw
ick-

London ²2005; M
ichael B

orgolte, “W
ie E

uropa seine 
V

ielfalt fand. Ü
ber die m

ittelalterlichen W
urzeln für die 

Pluralität der W
erte,” in H

ans Joas und K
laus W

iegandt 
(H

rsg.), D
ie kulturellen W

erte E
uropas , Frankfurt am

 
M

ain, 2005, S. 117–163.

（
42
）Janet L. A

bu-Lughod, B
efore E

uropean H
egem

ony. The 
W

orld System
 A. D

. 1250–1350 , N
ew

 York-O
xford 1989, 

N
D

 1991

（
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
Ｌ
・
ア
ブ
ー
＝
ル
ゴ
ド〔
佐
藤
次
高
ほ
か

訳
〕『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
覇
権
以
前
』
上
下
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）.

（
43
）H

enri P
irenne, M

ahom
et und K

arl der G
roße. 

U
ntergang der A

ntike am
 M

ittelm
eer und A

ufstieg 
des germ

anischen M
ittelalters , Frankfurt am

 M
ain- 

H
am

burg, 1963, S. 206 [zuerst 1937]

（
ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ〔
中

村
宏
ほ
か
訳
〕『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
誕
生
』
創
文
社
、一
九
六
〇
年
、

三
四
三
頁
）.

（
44
）O

livia Rem
ie C

onstable, Trade and Traders in M
uslim

 
S

pain. T
he C

om
m

ercial R
ealignm

ent of the Iberian 
Peninsula, 900–1500 , C

am
bridge, 1994, N

D
 1996, S. 241.

（
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
名
誉
教
授
）
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