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グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
︑
国
境
を
越
え
た
移
動
の
問
題
は
歴
史
学
で
も

多
く
の
関
心
を
獲
得
し
て
い
る
︒
特
に
人
の
移
動
と
い
う
点
で
は
︑
移
民
の

歴
史
が
注
目
さ
れ
る
︒
本
稿
で
紹
介
す
る
﹃
ユ
グ
ノ
ー
﹄
︵
以
下
︑
﹁
本
書
﹂

と
略
記
す
る
︶
の
著
者
Ａ
・
シ
ュ
ン
カ
も
︑
こ
う
し
た
移
民
の
歴
史
に
取
り

組
ん
で
き
た
︒
こ
こ
で
著
者
に
つ
い
て
簡
潔
な
紹
介
を
付
し
て
お
こ
う
︒
著

者
は
一
九
九
九
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
を
卒
業
後
︑
同
大
学
の
修
士
課
程
︑

博
士
課
程
へ
と
進
学
し
︑
二
〇
〇
四
年
に
博
士
号
を
取
得
し
た
︒
彼
の
博
士

論
文
は
︑
二
〇
〇
六
年
に
﹃
留
ま
る
客
人
た
ち
：
一
七

-
一
八
世
紀
に
お
け

る
ク
ー
ル
ザ
ク
セ
ン
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
へ
の
移
住
者
た
ち①
﹄
と
い
う

題
で
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
彼
の
主
な
取
り
組
み
は
歴
史
的
移
民
・
移
動
研
究

で
︑
そ
の
他
に
近
世
宗
教
史
︑
文
化
交
流
史
︑
そ
し
て
物
質
文
化
史
も
研
究

対
象
と
し
て
い
る
︒
彼
は
こ
れ
ま
で
︑
ド
イ
ツ
を
主
と
す
る
近
世
中
欧
の

様
々
な
移
民
現
象
に
注
目
し
て
き
た
が
︑
本
書
も
そ
の
文
脈
に
位
置
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒

本
書
は
ユ
グ
ノ
ー
を
前
近
代
の
重
要
な
移
民
集
団
と
位
置
付
け
て
い
る
が
︑

彼
ら
が
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
︑
後
世
に
形
成
さ
れ
た

﹁
ユ
グ
ノ
ー
神
話
﹂
の
存
在
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
フ
ラ
ン
ス
で
宗
派
対
立
の

﹁
犠
牲
者
﹂
と
な
っ
た
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
は
︑
﹁
寛
容
﹂
な
受
け
入
れ
諸
国
へ

亡
命
す
る
こ
と
で
活
路
を
見
出
し
︑
結
果
的
に
受
け
入
れ
先
の
技
術
的
・
経

済
的
・
文
化
的
発
展
へ
寄
与
し
た
と
い
う
﹁
成
功
史
﹂
の
語
り
が
︑
彼
ら
を

特
徴
付
け
て
き
た
の
で
あ
る
︒
翻
っ
て
受
け
入
れ
側
か
ら
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
た

ち
は
自
国
に
利
益
を
も
た
ら
す
﹁
有
用
﹂
な
移
民
の
代
表
例
と
し
て
語
ら
れ

て
き
た
︒
例
え
ば
ド
イ
ツ
帝
国
の
宰
相
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク

︵
一
八
一
五

-
九
八
︶
は
彼
ら
を
﹁
最
も
良
き
ド
イ
ツ
人
﹂
と
し
て
称
揚
し
︑

ま
た
国
民
社
会
主
義
政
権
の
思
想
家
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク

︵
一
八
九
三

-
一
九
四
六
︶
は
彼
ら
を
﹁
北
方
﹂
集
団
に
分
類
し
て
︑
国
内

の
他
の
少
数
派
︑
特
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
と
比
べ
て
優
位
に
置
い

た②
︒こ

う
し
た
認
識
に
対
し
て
︑
ユ
グ
ノ
ー
の
大
亡
命
を
も
た
ら
し
た
ナ
ン
ト

勅
令
撤
回
か
ら
三
百
周
年
を
迎
え
た
一
九
八
五
年
前
後
よ
り
多
く
の
研
究
成

果
が
積
み
上
げ
ら
れ
︑
学
術
的
相
対
化
が
進
ん
で
き
た
︒
本
書
は
ユ
グ
ノ
ー

史
の
通
史
的
研
究
と
し
て
︑
一
定
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
︒
本
書
で
は
ユ

グ
ノ
ー
史
研
究
の
地
理
的
視
野
が
大
き
く
広
げ
ら
れ
︑
単
線
的
な
﹁
成
功

史
﹂
に
回
収
さ
れ
な
い
複
雑
さ
を
も
っ
て
移
民
史
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
︒
ま

た
著
者
は
︑
移
民
た
ち
を
単
に
数
量
化
し
︑
﹁
有
用
性
﹂
の
観
点
か
ら
評
価

す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
︒

ま
ず
第
一
章
で
は
︑
﹁
ユ
グ
ノ
ー
﹂
が
何
者
で
あ
る
の
か
が
説
明
さ
れ
て

い
る
︒
こ
こ
で
は
出
自
に
関
す
る
基
本
情
報
の
他
︑
名
称
の
由
来
に
つ
い
て

も
様
々
な
説
が
紹
介
さ
れ
る
︒
従
来
の
学
説
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
著
者
は
︑
こ

れ
ま
で
の
様
々
な
方
法
や
視
点
に
基
づ
く
ユ
グ
ノ
ー
史
の
語
り
こ
そ
が
︑
彼

ら
を
め
ぐ
る
自
他
表
象
の
多
彩
さ
の
背
景
を
成
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒
本

書
は
︑
そ
の
よ
う
な
様
々
な
ユ
グ
ノ
ー
史
の
叙
述
を
相
対
化
す
る
試
み
で
も

書 評

65 (425)



あ
る
︒

第
二
章
で
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
の
起
源
と
な
る
宗
教
改
革
的
諸
思
想
と
︑
そ
の

組
織
化
が
主
な
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
敵
対
関
係
は
軍
事
的
衝
突
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た

が
︑
著
者
は
そ
れ
を
宗
派
的
要
因
が
政
治
的
要
因
︑
地
域
の
実
態
︑
そ
し
て

貴
族
の
家
産
的
利
害
と
重
な
り
合
っ
た
長
期
的
な
過
程
の
結
果
で
あ
る
と
す

る
︒第

三
章
で
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
へ
の
宗
派
政
策
的
圧
力
の
増
大
と
ユ
グ
ノ
ー
戦

争
︵
一
五
六
二

-
九
八
︶
が
扱
わ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
陣
営

に
よ
る
迫
害
に
関
す
る
ユ
グ
ノ
ー
の
語
り
が
相
対
化
さ
れ
つ
つ
︑
宗
派
対
立

の
過
程
で
何
度
も
和
平
の
試
み
が
見
ら
れ
た
と
強
調
さ
れ
る
︒
ま
た
ユ
グ

ノ
ー
た
ち
の
背
後
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
か
ら
の
支
援
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
著
者
は
︑
宗
派
対
立
の
裏
で
︑
ド
イ

ツ
農
民
戦
争
︵
一
五
二
四

-
二
五
︶
と
同
様
︑
旧
秩
序
の
社
会
的
・
政
治
的

改
革
へ
の
諸
要
求
が
複
合
し
て
い
た
の
だ
と
す
る
︒

第
四
章
は
︑
ナ
ン
ト
勅
令
発
布
後
︑
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
が
現
状
を
既
成
事
実

化
し
よ
う
し
た
過
程
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
一
方
で
著
者
は
︑
ナ
ン
ト
勅
令

以
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
寛
容
﹂
な
宗
派
政
策
は
同
令
撤
回
に
至
る
嵐
の
前
の

静
け
さ
で
し
か
な
く
︑
宗
教
的
・
国
家
的
同
質
化
と
い
う
目
的
は
貫
徹
さ
れ

た
と
強
調
し
︑
こ
の
頃
に
行
な
わ
れ
た
国
内
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
活
動

や
内
地
植
民
を
紹
介
す
る
︒
著
者
の
叙
述
は
ル
イ
一
四
世
時
代
の
ユ
グ
ノ
ー

抑
圧
政
策
へ
と
続
く
が
︑
多
く
の
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
が
フ
ロ
ン
ド
の
乱
︵
一
六

四
八

-
五
三
︶
で
カ
ト
リ
ッ
ク
君
主
の
側
に
立
っ
た
こ
と
や
︑
王
権
の
経
済

政
策
で
彼
ら
が
活
躍
し
た
事
実
に
触
れ
る
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒

第
五
章
で
は
︑
い
よ
い
よ
ナ
ン
ト
勅
令
撤
回
に
伴
う
大
亡
命
が
描
か
れ
る
︒

一
七
世
紀
後
半
の
ユ
グ
ノ
ー
の
大
亡
命
は
︑
当
事
者
に
と
っ
て
は
一
時
的
な

も
の
で
あ
り
︑
数
あ
る
選
択
肢
の
う
ち
の
一
つ
だ
っ
た
ば
か
り
か
︑
場
合
に

よ
っ
て
は
必
ず
し
も
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
最

も
注
目
さ
れ
る
の
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
＝
プ
ロ
イ
セ
ン
で
の
受
け
入
れ
事

例
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
単
な
る
﹁
成
功
史
﹂
で
は

な
い
︒
彼
ら
の
入
植
は
現
地
民
や
ル
タ
ー
派
聖
職
者
と
の
摩
擦
を
も
た
ら
し

た
た
め
︑
亡
命
者
た
ち
が
受
け
入
れ
先
で
必
ず
し
も
平
穏
な
生
活
を
送
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
︒

第
六
章
で
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
海
外
に
も
広
が
っ
た
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
の
デ

ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
描
か
れ
る
︒
彼
ら
は
ナ
ン
ト
勅
令
撤
回
以
前
か
ら
王
権
と
協

力
し
︑
東
洋
ま
で
至
る
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
進
出
に
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
た

し
て
い
た
と
い
う
︒
ま
た
ナ
ン
ト
勅
令
撤
回
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
デ

ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
い
う
観
点
で
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
が
軍
人
や
技
術
者
と
し
て
受
け

入
れ
諸
国
の
産
業
の
強
化
や
常
備
軍
の
設
立
に
寄
与
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
︒
更
に
︑
亡
命
の
波
は
東
方
の
ロ
シ
ア
帝
国
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
ま
で

及
ん
だ
と
い
う
︒
本
章
の
後
半
で
は
一
七
〇
〇
年
以
降
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が

扱
わ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
ま
ず
示
さ
れ
る
の
は
ユ
グ
ノ
ー
と
植
民
地
主
義
と
の

協
力
関
係
で
あ
る
︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
東
イ
ン
ド
会
社

に
は
ユ
グ
ノ
ー
系
社
員
が
少
な
く
な
か
っ
た
ば
か
り
か
︑
ユ
グ
ノ
ー
が
奴
隷

貿
易
に
す
ら
関
与
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
本
章
の
終
盤
で
は
﹁
ユ
グ

ノ
ー
神
話
﹂
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
特
に
目
を
惹
く
の
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
共
同

体
の
指
導
者
た
ち
を
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
支
援
者
に
し
た
︑
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
に

よ
る
君
主
や
国
家
へ
の
特
異
な
精
神
態
度
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
︒
著
者
は
︑

そ
の
背
景
と
し
て
彼
ら
が
例
え
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
や
ド
イ
ツ
の
指
導
者
層
か
ら

﹁
有
用
﹂
な
少
数
派
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
触
れ
︑
ユ
グ
ノ
ー
た
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ち
が
他
の
非
同
化
的
か
つ
﹁
有
用
﹂
な
ら
ざ
る
少
数
派
へ
の
対
照
例
と
し
て

機
能
し
て
き
た
の
だ
と
す
る
︒

第
七
章
で
は
︑
本
書
の
総
括
が
な
さ
れ
る
︒
著
者
は
︑
過
去
と
現
在
を
安

易
に
比
較
す
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
つ
つ
も
︑
ユ
グ
ノ
ー
史
研
究
の
現
代

的
意
義
を
こ
う
説
明
し
︑
結
び
と
し
て
い
る
︒
﹁
目
下
の
亡
命
・
移
民
事
象
︑

そ
し
て
政
治
や
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
度
を
越
し
た
議
論
を
前
に
︑
恐
ら
く
歴

史
へ
の
視
線
は
︑
同
時
代
の
い
く
つ
か
の
問
題
を
よ
り
良
く
理
解
し
︑
基
礎

定
数
を
認
識
し
︑
あ
ら
ゆ
る
参
与
者
に
耳
を
傾
け
︑
彼
ら
か
ら
学
び
︑
果
て

に
は
冷
静
さ
を
得
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
あ
る③
﹂
︒
本
書
が
ド
イ
ツ
語
で
書

か
れ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
ド
イ
ツ
が
移
民
や
難
民
を
巡
る
問
題
に
目
下
直
面

し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
本
書
が
ド
イ
ツ
的
な
文
脈
に
位
置
付
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
総
括
か
ら
読
み
取
れ
る
︒

以
上
が
本
書
の
要
約
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
①
ド
イ
ツ
の
ユ
グ
ノ
ー
史
研

究
に
お
け
る
本
書
の
位
置
付
け
︑
②
評
者
が
専
門
と
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
史
研

究
か
ら
見
た
本
書
の
寄
与
と
限
界
と
い
う
二
点
か
ら
本
書
の
評
価
を
試
み
る
︒

ま
ず
︑
①
の
観
点
か
ら
本
書
に
対
す
る
評
価
を
試
み
よ
う
︒
そ
も
そ
も
ユ

グ
ノ
ー
に
関
す
る
歴
史
叙
述
は
︑
殉
教
や
亡
命
の
経
験
を
同
時
代
の
ユ
グ

ノ
ー
た
ち
が
書
き
残
し
た
一
六

-
一
七
世
紀
頃
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
︑
ユ
グ

ノ
ー
た
ち
を
敬
虔
で
無
垢
な
﹁
亡
命
者
﹂
︵
R
éfugié
︶
と
し
て
描
く
傾
向
が

強
か
っ
た④
︒
そ
の
後
︑
ナ
ン
ト
勅
令
撤
回
に
伴
う
大
規
模
な
亡
命
現
象
か
ら

数
世
代
を
経
た
一
八
世
紀
に
は
︑
受
け
入
れ
先
に
定
着
し
た
彼
ら
の
子
孫
た

ち
が
︑
受
け
入
れ
先
で
為
し
た
自
分
た
ち
の
技
術
的
・
経
済
的
・
文
化
的
貢

献
を
強
調
し
︑
一
九
世
紀
に
は
そ
れ
が
現
地
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
親
和
的

に
結
び
付
い
て
い
っ
た
︒
他
方
︑
ユ
グ
ノ
ー
を
﹁
他
者
﹂
と
し
て
眼
差
す
ド

イ
ツ
人
た
ち
も
︑
先
進
的
で
同
化
的
な
ユ
グ
ノ
ー
を
﹁
我
々
﹂
の
共
同
体
に

近
し
い
存
在
︑
あ
る
い
は
﹁
有
用
﹂
な
少
数
派
で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た⑤
︒
旧
来
の
ユ
グ
ノ
ー
史
は
︑
例
え
ば
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ

人
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
な
ど
︑
同
化
的
で
な
く
︑
あ
ま
り
有
用
で
な
い
と
さ
れ

た
他
の
少
数
派
と
の
対
照
で
語
ら
れ
て
き
た⑥
︒
著
者
も
出
版
記
念
イ
ン
タ
ヴ

ュ
ー
で
語
っ
て
い
る
が
︑
ユ
グ
ノ
ー
研
究
史
上
の
大
き
な
問
題
点
は
こ
こ
に

あ
っ
た⑦
︒
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
︑
社
会
史
研
究
の
進
展
と
ナ
ン
ト
勅
令
撤

回
三
百
周
年
と
い
う
記
念
行
事
が
重
な
り
︑
ユ
グ
ノ
ー
の
受
け
入
れ
先
へ
の

貢
献
に
対
す
る
評
価
が
実
証
的
に
相
対
化
さ
れ
る
と
共
に
︑
ユ
グ
ノ
ー
研
究

が
非
ユ
グ
ノ
ー
系
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た⑧
︒
現
在
で
は
相
対
化
作
業
が
ひ
と
段
落
し
︑
何
故
ユ
グ
ノ
ー
が
共
同
体
内

外
で
こ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
に
至
っ
た
の
か
︑
自
伝
や
歴
史
叙
述
を
通

し
て
検
討
す
る
研
究
が
隆
盛
し
て
い
る⑨
︒
本
書
は
こ
う
し
た
研
究
の
成
果
を

踏
ま
え
︑
一
定
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
︒

他
方
で
著
者
は
︑
ナ
ン
ト
勅
令
撤
回
に
至
る
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

ユ
グ
ノ
ー
の
歴
史
を
よ
り
詳
細
に
整
理
し
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
の
ユ

グ
ノ
ー
史
研
究
は
ユ
グ
ノ
ー
を
専
ら
外
国
か
ら
の
移
民
集
団
と
し
て
扱
う
こ

と
が
多
く
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
彼
ら
の
宗
教
生
活
や
政
治
活
動
は
あ
く
ま

で
前
史
と
し
て
後
景
に
退
い
て
い
た
︒
こ
の
結
果
︑
従
来
の
研
究
で
ユ
グ

ノ
ー
た
ち
は
均
一
な
外
国
人
集
団
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
が
︑
著
者
は
ユ
グ

ノ
ー
た
ち
の
フ
ラ
ン
ス
時
代
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
︑
こ
う
し
た
一
面

的
な
叙
述
を
回
避
し
て
い
る
︒
ま
た
彼
は
地
理
的
範
囲
を
広
め
る
こ
と
に
よ

り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
止
ま
ら
な
い
ユ
グ
ノ
ー
の
歴
史
を
活
写
し
て
い
る
︒
そ

こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
︑
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
迫
害
の
被
害
者
﹂

と
﹁
海
外
に
お
け
る
植
民
地
主
義
へ
の
協
力
者
﹂
と
い
う
︑
彼
ら
の
一
枚
岩
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で
は
な
い
姿
で
あ
る
︒
本
書
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
︑
対
象
の
空
間
的
拡

大
に
よ
る
︑
こ
の
多
面
性
の
叙
述
で
あ
る
︒

次
に
②
の
観
点
か
ら
評
価
を
試
み
る
︒
一
六
八
五
年
の
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
に

始
ま
る
ユ
グ
ノ
ー
大
規
模
受
け
入
れ
は
︑
近
世
プ
ロ
イ
セ
ン
の
他
者
へ
の

﹁
寛
容
﹂
︑
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
産
業
振
興
を
示
す
代
表
例
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
︑
こ
の
大
事
業
が
後
世
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
強
国
化
に
繫
が
っ

た
と
も
言
わ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
諸
研
究
は
︑

ユ
グ
ノ
ー
受
け
入
れ
の
経
済
的
効
果
を
限
定
的
に
評
価
し
︑
ま
た
ユ
グ
ノ
ー

た
ち
に
与
え
ら
れ
た
﹁
寛
容
﹂
な
措
置
す
ら
も
様
々
な
利
害
の
上
に
成
り
立

っ
た
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る⑩
︒
と
は
い
え
︑
ユ
グ
ノ
ー
が
プ
ロ
イ
セ

ン
の
﹁
近
代
的
﹂
な
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
は
完
全
に
は
否
定
さ
れ
ず
︑
か

つ
て
軍
国
主
義
や
封
建
主
義
の
権
化
と
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
﹁
リ
ベ
ラ

ル
﹂
な
側
面
を
再
評
価
す
る
通
史
的
な
語
り
に
お
い
て
︑
ユ
グ
ノ
ー
は
﹁
近

代
化
﹂
の
触
媒
と
な
っ
た
外
国
人
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る⑪
︒

そ
の
よ
う
な
動
向
の
中
で
も
︑
著
者
は
従
来
の
語
り
に
対
し
て
更
に
懐
疑

的
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
︒
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
＝
プ
ロ
イ
セ
ン
が
扱
わ
れ

る
第
五
章
で
︑
著
者
は
受
け
入
れ
側
の
﹁
隣
人
愛
﹂
を
完
全
に
は
否
定
し
な

い
ま
で
も
︑
概
し
て
受
け
入
れ
側
の
打
算
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
同
胞
の
団
結
︑

そ
し
て
何
よ
り
も
難
民
た
ち
自
身
の
都
合
に
応
じ
た
自
主
的
な
亡
命
先
選
択

と
い
っ
た
問
題
を
強
調
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
移
民
や
難
民
の
主
体
性
に
も

注
目
す
る
こ
と
で
︑
従
来
の
プ
ロ
イ
セ
ン
史
に
お
け
る
語
り
を
ほ
ぼ
完
全
に

打
ち
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
見
方
は
︑
プ
ロ
イ
セ
ン
を
﹁
寛

容
﹂
の
国
と
し
て
評
価
す
る
通
史
的
叙
述
や
︑
現
代
的
な
﹁
寛
容
﹂
の
前
史

と
し
て
ユ
グ
ノ
ー
受
け
入
れ
を
想
起
す
る
昨
今
の
リ
ベ
ラ
ル
な
市
民
運
動⑫
と

も
一
線
を
画
し
︑
手
放
し
の
プ
ロ
イ
セ
ン
礼
賛
に
一
石
を
投
じ
る
力
を
持
っ

て
い
る
︒
更
に
著
者
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
を
近
世
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
移
動
集
団
と

し
て
扱
う
こ
と
で
︑
プ
ロ
イ
セ
ン
史
の
文
脈
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
か
ら
プ
ロ

イ
セ
ン
へ
︑
﹁
先
進
的
﹂
な
西
方
か
ら
﹁
後
進
的
﹂
な
東
方
へ
と
い
う
一
方

向
的
で
上
意
下
達
的
な
歴
史
像
を
書
き
換
え
て
い
る
︒

だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
本
書
に
も
限
界
は
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
本
書
が
ユ
グ

ノ
ー
の
全
史
を
扱
お
う
と
し
な
が
ら
も
︑
近
代
以
降
の
叙
述
が
あ
ま
り
に
も

薄
く
︑
そ
の
た
め
に
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
の
自
他
認
識
の
動
揺
や
変
容
の
過
程
が

説
得
的
に
描
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
本
国
の
個
別
研
究
で
も
個

人
の
自
伝
的
記
述
に
注
目
し
た
研
究
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
︑
多
く
の
課
題

を
指
摘
し
つ
つ
も
︑
大
き
な
歴
史
像
の
提
示
に
は
至
ら
ず⑬
︑
そ
う
し
た
近
況

が
本
書
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
限
界
は
本
書
の
根
本
的

な
価
値
を
下
げ
る
も
の
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
こ
れ
が
ユ
グ
ノ
ー
史
研
究
の
今

後
の
課
題
を
も
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
本

書
に
お
い
て
空
間
的
拡
大
は
十
分
に
為
さ
れ
た
が
︑
次
は
時
間
的
拡
大
が
必

要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
近
世
と
現
代
の
移
民
集
団
を
比
較
す
る
研
究⑭
な
ど
は
あ

っ
て
も
︑
近
世
か
ら
現
代
へ
の
連
綿
と
し
た
過
程
を
提
示
し
た
も
の
は
見
ら

れ
な
い
︒
単
な
る
時
間
的
拡
大
で
は
な
く
︑
﹁
繫
が
り
﹂
を
重
視
し
た
時
間

的
拡
大
も
必
要
で
あ
る
︒

日
本
で
は
近
年
︑
﹁
記
憶
﹂
や
﹁
想
起
﹂
の
歴
史
学
が
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た⑮
︒
ユ
グ
ノ
ー
の
歴
史
も
︑
近
世
か
ら
近
代
へ
と
時
計
の
針
を
進
め

て
い
け
ば
︑
そ
う
し
た
問
題
意
識
に
応
え
る
よ
う
な
材
料
を
数
多
く
持
っ
て

い
る
︒
塚
本
栄
美
子
に
よ
る
諸
研
究⑯
は
︑
近
現
代
に
お
け
る
ユ
グ
ノ
ー
た
ち

の
自
己
認
識
や
歴
史
認
識
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
研
究
を
蓄

積
し
て
︑
近
現
代
へ
と
至
る
歴
史
像
を
明
示
す
る
こ
と
が
︑
日
本
国
内
外
を
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問
わ
ず
︑
近
世
移
民
史
研
究
の
課
題
で
あ
る
︒
昨
年
晩
秋
の
現
代
史
研
究
会

で
︑
ド
イ
ツ
史
研
究
者
の
今
野
元
は
﹁
近
代
以
前
の
知
識
な
し
に
﹁
ド
イ
ツ

現
代
史
﹂
研
究
は
な
り
立
た
な
い⑰
﹂
と
表
明
し
た
が
︑
評
者
は
こ
れ
を
裏
返

し
て
こ
う
言
い
た
い
︒
近
代
以
後
の
知
識
無
し
に
﹁
近
世
史
﹂
研
究
は
成
り

立
た
な
い
︒
学
問
的
な
真
理
を
探
究
す
る
た
め
に
は
︑
時
に
は
時
代
区
分
の

枠
を
取
り
払
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
近
世
か
ら
近
代
︑
そ

し
て
現
代
へ
と
歴
史
を
繫
ぐ
一
連
の
具
体
的
な
﹁
軸
﹂
が
必
要
で
あ
る
︒
評

者
は
︑
そ
れ
が
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
の
教
会
や
居
留
区
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
基
盤

の
上
に
成
り
立
っ
た
歴
史
協
会
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
︒
今
後
は
そ
う
い

っ
た
﹁
軸
﹂
を
検
討
対
象
と
し
︑
時
代
横
断
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
手
法
の

一
つ
と
し
て
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
本
書
の
概
説
書
と
し
て
の
意
義
に
少
し
触
れ
て
︑
結
び
と
し
た

い
︒
移
民
・
難
民
問
題
が
ド
イ
ツ
を
取
り
巻
く
中
で
︑
著
者
の
強
い
問
題
意

識
の
上
に
成
立
し
た
本
書
は
︑
一
般
向
け
の
概
説
書
と
し
て
は
や
や
難
解
な

言
葉
遣
い
や
論
理
展
開
も
散
見
さ
れ
る
が
︑
ユ
グ
ノ
ー
側
か
ら
の
成
功
譚
的

な
語
り
と
も
︑
受
け
入
れ
社
会
に
よ
る
多
数
派
か
ら
の
﹁
上
か
ら
目
線
﹂
の

語
り
と
も
異
な
る
ユ
グ
ノ
ー
史
の
在
り
方
を
示
し
︑
そ
れ
を
広
く
発
信
し
よ

う
と
し
た
と
い
う
意
味
で
価
値
が
あ
る
︒
ま
た
本
書
を
起
点
の
一
つ
と
し
て
︑

こ
れ
か
ら
著
者
や
そ
の
周
辺
の
研
究
者
た
ち
が
移
民
・
難
民
問
題
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
く
か
も
見
所
で
あ
る
︒

①

Schunka,
A
lexander,
G
äste,
d
ie
bleiben.
Z
u
w
an
d
erer
in

K
ursachsen
und
der
O
berlausitz
im
17.
und
frühen
18.
Jahrhundert,

LIT
V
erlag:
M
ünster
u.
a.,2006.

②

Schunka,
A
lexander,
D
ie
H
ugenotten.
G
eschichte,
R
eligion,

K
ultur,
C
.
H
.
B
eck:
M
ünchen,2019,
S.120-121.

③

E
bd.,
S.127.

④

E
bd.,
S.9-11.
一
六
世
紀
︑
一
七
世
紀
そ
れ
ぞ
れ
の
亡
命
経
験
者
に
よ
る
代

表
的
な
著
作
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
以
下
の
二
つ
を
挙
げ
て
お
く
︒
C
resp
in,

Jean,L
e
L
ivre
des
M
artyrs,G
enève,1554.A
ncillon,C
harles,H
istoire

de
l̓etablissem
ent
des
Francais
refugies
dans
les
etats
de
l̓E
lecteur

de
B
randebourg,
B
erlin,1690.

⑤

Schunka,D
ie
H
ugenotten,S.120-121.
例
え
ば
一
九
世
紀
︑
ビ
ス
マ
ル
ク

は
ユ
グ
ノ
ー
を
統
合
さ
れ
た
外
国
人
の
模
範
例
と
し
て
引
用
し
︑
帝
国
内
の
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
の
﹁
ゲ
ル
マ
ン
化
﹂
に
資
す
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
た
︒
以
下
参
照
︒

R
osen-Prest,
V
iviane,
“W
illkom
m
ene
F
rem
de?
Zw
ei
Jahrhunderte

G
eschichtsschreibung
über
H
ugenotten
im
deutschen
R
efuge
(17.-

19.Jahrhundert)”,in:B
ecker,Judith
und
B
ettina
B
raun
(hrsg.),D
ie

B
egegn
u
n
g
m
it
F
rem
d
en
u
n
d
d
as
G
esch
ich
tsbew
u
sstsein,

V
andenhoeck
und
R
uprecht:
G
öttingen,2012,
S.147-149.
更
に
二
〇
世

紀
︑
国
民
社
会
主
義
時
代
の
人
種
理
論
家
た
ち
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
と
﹁
ド
イ
ツ
民

族
﹂
と
の
近
似
性
を
強
調
し
て
い
た
︒
以
下
参
照
︒
F
u
h
rich-G
ru
b
ert,

U
rsula,
E
ine
M
inderheit
und
ihre
O
brigkeit.
D
eutsche
H
ugenotten

im
D
ritten
R
eich,
V
erlag
des
D
eutschen
H
ugenotten
V
ereins:
B
ad

K
arlshafen,1995,
S.4-7.

⑥

ユ
グ
ノ
ー
の
受
け
入
れ
先
へ
の
貢
献
を
限
定
的
に
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一

九
八
〇
年
代
頃
以
降
の
研
究
に
す
ら
も
︑
こ
う
し
た
枠
組
み
は
残
存
し
て
い
た
︒

以

下

参

照
︒
Jersch-W
enzel,
Stefi,
Juden
und
‚Franzosen‘
in
der

W
irtsch
aft
d
es
R
au
m
es
B
erlin-B
ran
d
en
bu
rg
zu
r
Z
eit
d
es

M
erkantilism
us,
C
olloquium
-V
erlag:
B
erlin,
1978.
Jersch-W
enzel,

Stefi,
B
arbara
John,
E
ckart
B
irnstiel
u.a.(hrsg.),
V
on
Zuw
anderern

zu
E
inheim
ischen.
H
ugenotten,
Juden,
B
öhm
en,
P
olen
in
B
erlin,
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N
icolai:
B
erlin,1990.

⑦

著
者
は
本
書
出
版
直
前
に
公
開
さ
れ
た
︑
ベ
ル
リ
ン
の
左
派
系
日
刊
紙
﹃
タ
ー

ゲ
ス
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
﹄
︵
D
ie
T
ageszeitung,
略
称
：
Ｔ
Ａ
Ｚ
︶
の
イ
ン
タ
ヴ

ュ
ー
で
︑
受
け
入
れ
側
の
諸
侯
の
期
待
に
ユ
グ
ノ
ー
は
答
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う

質
問
に
対
し
︑
こ
う
答
え
て
い
る
︒
﹁
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
＝
プ
ロ
イ
セ
ン
の
選

帝
侯
は
単
に
︑
彼
が
望
ん
で
い
た
︑
経
済
的
な
潜
在
能
力
の
あ
る
移
民
た
ち
を
得

た
だ
け
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
こ
こ
に
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
研
究
の

大
き
な
問
題
が
今
日
で
も
残
っ
て
い
る
の
で
す
︒
移
民
た
ち
は
か
な
り
頻
繁
に
︑

損
得
に
基
づ
い
て
類
別
さ
れ
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
移
民
た
ち
は
有
用
な
者
と
あ

ま
り
有
用
で
な
い
者
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
す
﹂
https://taz.de/!556762

7/
︻
二
〇
二
〇
年
二
月
二
一
日
閲
覧
確
認
︼
︒

⑧

Schunka,
a.a.O
.,
S.11.
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
研
究
成
果
と
し
て
︑
以
下

の

論

文

集

が

挙

げ

ら

れ

る
︒
T
ahdden,
R
udolf
von
und
M
ichelle

M
agdelaine
(hrsg.),D
ie
H
ugenotten,C
.H
.B
eck:M
ünchen,1985.
と
り

わ
け
同
論
文
集
所
収
の
タ
ッ
デ
ン
論
文
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
論
文
は
︑
ユ
グ
ノ
ー
系
プ

ロ
イ
セ
ン
人
の
プ
ロ
イ
セ
ン
愛
国
主
義
︑
次
い
で
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ

の
順
応
過
程
を
扱
う
こ
と
で
︑
近
世
か
ら
近
代
へ
と
至
る
大
き
な
歴
史
像
を
提
示

し

よ

う

と

し

た
︒
以

下

参

照
︒
T
h
ad
d
en,
R
u
d
olf
v
on,
„V
om

G
laubensflüchtling
zum
preuß
ischen
Patrioten“,
in:
T
hadden
und

M
agdelaine,
D
ie
H
ugenotten,
S.
186-197.
F
rançois,
E
tienne,
„V
om

preuß
ischen
Patrioten
zum
besten
D
eutschen“,
in:
T
hadden
und

M
agdelaine
(hrsg.),
D
ie
H
ugenotten,
S.198-212.
し
か
し
︑
こ
う
し
た
歴

史
像
に
対
し
て
は
︑
個
別
事
例
研
究
か
ら
修
正
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
参

照
︒
R
osen-Prest,
V
iviane,„Paul
E
rm
an
(1764-1851):
E
in
Sprössling

der
F
ranzösischen
K
olonie
geht
seine
eigenen
W
ege“,
in:
V
iolet,

R
obert,
M
anuela
B
öhm
und
Jens
H
äseler
(hrsg.),
H
ugenotten
zw
i-

schen
M
igration
und
Integration.
N
eue
Forschungen
zum
R
efuge
in

B
erlin
und
B
randenburg,
M
etropol:
B
erlin,2005,
S.221-239.

⑨

ユ
グ
ノ
ー
の
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
検
討
し
た
以
下
の
研
究
が
代
表
的
で
あ
る
︒

R
osen-Prest,
V
iviane,
“W
illkom
m
ene
F
rem
de?
Zw
ei
Jahrhunderte

G
eschichtsschreibung
über
H
ugenotten
im
deutschen
R
efuge
(17-19.

Jahrhundert)”,
in:
B
ecker,
Judith
und
B
ettina
B
raun
(hrsg.),
D
ie

B
egegn
u
n
g
m
it
F
rem
d
en
u
n
d
d
as
G
esch
ich
tsbew
u
sstsein,

V
andenhoeck
und
R
uprecht:
G
öttingen,2012,
S.137-153.
ま
た
︑
一
七

-
一
九
世
紀
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
ユ
グ
ノ
ー
の
自
己
認
識
の
変
遷
を
︑

言

語

の

観

点

か

ら

俯

瞰

し

た

研

究

も

あ

る
︒
B
öh
m
,
M
an
u
ela,

S
prach
en
w
ech
sel.
A
kku
ltu
ration
u
n
d
M
eh
rsprach
igkeit
d
er

B
randenburger
H
ugenotten
vom
17-19.
Jahrhundert,
D
e
G
ruyter:

B
erlin,2010.

⑩

本
書
刊
行
の
八
年
前
に
出
版
さ
れ
た
ニ
ッ
ゲ
マ
ン
に
よ
る
ユ
グ
ノ
ー
通
史
研
究

で
は
︑
受
け
入
れ
政
策
の
動
機
が
受
け
入
れ
側
の
内
政
的
・
外
交
的
利
害
と
い
う

観
点
で
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
参
照
︒
N
iggem
ann,
U
lrich,
H
ugenotten,

B
öhlau:
K
öln,
S.57-63.

⑪

移
民
受
け
入
れ
を
プ
ロ
イ
セ
ン
的
﹁
寛
容
﹂
の
好
例
と
し
て
扱
っ
た
プ
ロ
イ
セ

ン
通
史
研
究
と
し
て
︑
特
に
影
響
力
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
以
下
の
二
つ

で
あ
る
︒
ハ
フ
ナ
ー
︑
セ
バ
ス
チ
ァ
ン
﹃
図
説

プ
ロ
イ
セ
ン
の
歴
史

伝
説
か

ら
の
解
放
﹄
東
洋
書
林
︑
魚
住
昌
良
訳
︑
二
〇
〇
〇
年
︒
C
lark,
C
hristopher

M
.,
Iron
K
ingdom
.
T
he
R
ise
and
D
ow
nfall
of
P
russia,
1600-1947,

B
elknap
Press
of
H
arvard
U
niversity
Press:
C
am
bridge,2006.

⑫

例

と

し

て
︑
﹁
新

ポ

ツ

ダ

ム

寛

容

令
﹂
︵
N
eu
er
P
otsd
am
er

T
oleranzedikt︶
運
動
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
以
下
参
照
︒
https://w
w
w
.potsda

m
er-toleranzedikt.de/das-neue-potsdam
er-toleranzedikt/das-edikt-

von-potsdam
-1685/
︻
二
〇
二
〇
年
三
月
七
日
閲
覧
確
認
︼
ま
た
︑
以
下
も
参

照
さ
れ
た
い
︒
拙
稿
﹁
︽
史
料
紹
介
︾
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
﹁
ポ
ツ

70 (430)



ダ
ム
勅
令
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一
六
八
五
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フ
ェ
ネ
ス
ト
ラ

京
大
西
洋
史
学
報
﹄
第
二
号
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一
七
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⑬

R
osen-Prest,V
iviane,„Paul
E
rm
an
(1764-1851):E
in
Sprössling
der

F
ranzösischen
K
olonie
geht
seine
eigenen
W
ege“,in:V
iolet,R
obert,

M
anuela
B
öhm

und
Jens
H
äseler
(hrsg.),
H
ugenotten
zw
ischen

M
igration
und
Integration.
N
eue
Forschungen
zum
R
efuge
in
B
erlin

und
B
randenburg,M
etropol:B
erlin,2005,S.221-239.B
uchloh,Ingrid,

D
ie
H
arlans.
eine
hugenottische
Fam
ilie,
V
erlag
der
D
eutschen

H
ugenotten-G
esellschaft:
B
ad
K
arlshafen,2007.

⑭

B
irnstiel,
E
ckart,
„A
syl
und
Integration
der
H
ugenotten
in

B
randenburg-Preuß
en“,H
ugenotten
und
deutsche
T
erritorialstaaten.

Im
m
igration
spolitik
u
n
d
In
tegration
sprozesse,
D
e
G
ruyter:

O
ldenburg,2007,
S.139-154.

⑮

日
本
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
お
け
る
研
究
成
果
の

翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
参
照
︒
ノ
ラ
︑
ピ
エ
ー
ル
編
﹃
記
憶
の
場

フ
ラ

ン
ス
国
民
意
識
の
文
化
＝
社
会
史
﹄
一

-
七
巻
︑
岩
波
書
店
︑
谷
川
稔
監
訳
︑
二

〇
〇
二

-
二
〇
〇
三
年
︒
ア
ス
マ
ン
︑
ア
ラ
イ
ダ
﹃
想
起
の
空
間

文
化
的
記
憶

の
形
態
と
変
遷
﹄
水
声
社
︑
安
川
晴
基
訳
︑
二
〇
〇
七
年
︒
同
﹃
記
憶
の
な
か
の

歴
史

個
人
的
経
験
か
ら
公
的
演
出
へ
﹄
松
籟
社
︑
磯
崎
康
太
郎
訳
︑
二
〇
一
一

年
︒
日
本
の
ド
イ
ツ
史
研
究
者
か
ら
も
︑
前
近
代
と
近
現
代
を
﹁
記
憶
﹂
や
﹁
想

起
﹂
に
よ
っ
て
架
橋
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
生
ま
れ
て
い
る
︒
松
本
彰
﹃
記
念
碑

に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ

戦
争
・
革
命
・
統
一
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
︒

⑯

塚
本
栄
美
子
﹁
近
世
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
﹁
フ
ラ
ン
ス
人
﹂
の
記
憶

第
一
世

代
シ
ャ
ル
ル
・
ア
ン
シ
ヨ
ン
の
歴
史
書

﹂
﹃
歴
史
学
部
論
集
︵
佛
教
大
学
歴
史

学
部
︶
﹄
創
刊
号
︑
二
〇
一
一
年
︑
五
一

-
六
八
頁
︒
同
﹁
近
世
ド
イ
ツ
に
お
け

る
信
仰
難
民
と
そ
の
子
孫
た
ち
の
集
合
的
記
憶
の
形
成

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・

プ
ロ
イ
セ
ン
の
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
を
事
例
に

﹂
﹃
歴
史
学
部
論
集
﹄
第
七
号
︑
二

〇
一
七
年
︑
一
九

-
三
六
頁
︒
同
﹁
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
﹁
記
憶
の
場
﹂
～

ベ
ル
リ
ン
・
ユ
グ
ノ
ー
博
物
館
﹂
﹃
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
紀

要
﹄
第
一
四
号
︑
二
〇
一
八
年
︑
五
七

-
八
一
年
︒

⑰

今
野
元
﹁
﹁
世
界
に
冠
た
る
日
本
学
界
﹂
へ
の
道
﹂
︑
現
代
史
研
究
会
一
一
月
例

会
︑
於
早
稲
田
大
学
︑
六
頁
︒
https://researchm
ap.jp/hajim
ekonno/pre-

sentations/17467393
︻
二
〇
二
〇
年
二
月
二
一
日
閲
覧
確
認
︼
︒

︵
128
S.
m
it
2
K
arten,2019,
C
.
H
.
B
eck:
M
ünchen,9,95
€
︶

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
︶
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