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論　説

「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
再
燃
」

多
文
化
社
会
の

　　

@　

@　

@　

@　

_
争
を
め
ぐ

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山

は
じ
め
に

一
節
　
「
多
元
化
」
の
時
代
1
「
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
・
パ
ワ
ー
の
台
頭
」
の
背
景

二
節
　
ア
メ
リ
カ
の
「
断
層
線
」

三
節
　
ア
メ
リ
カ
の
「
文
化
的
な
混
清
性
」

四
節
　
「
統
合
」
へ
の
視
座
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

む
す
び
に
か
え
て

っ
て

中
亜
　
紀
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払目田 説

は
じ
め
に

　
周
知
の
よ
う
に
、
近
年
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
ア
メ
リ
カ
と
略
記
）
で
は
、
「
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
」
と
よ
ば
れ
る
人
々
が
急
増
し
て
い

　
ユ
　

る
。
彼
ら
は
、
隣
国
メ
キ
シ
コ
や
キ
ュ
ー
バ
な
ど
か
ら
、
移
民
と
し
て
合
法
あ
る
い
は
非
合
法
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
き
た
人
々
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彼
ら
の
流
入
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
徐
々
に
目
立
ち
始
め
、
二
一
世
紀
に
は
い
っ
て
も
衰
え
る
気
配
は
な
い
。
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
は
、

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
次
第
に
大
き
な
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
総
人
口
に
占
め
る
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
人
口
の
割
合
が

増
え
た
こ
と
の
み
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
さ
か
ん
に
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ヒ
ス

パ
ニ
ッ
ク
・
パ
ワ
ー
の
台
頭
」
と
い
わ
れ
る
現
象
は
、
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
を
重
視
す
る
、
近
年
の
「
多
文
化
主
義
的
」
な
政
治
社
会
風
潮

を
抜
き
に
し
て
、
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
リ
バ
イ
バ
ル
」
の
な

か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
は
、
各
集
団
固
有
の
文
化
を
堅
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
彼
ら
の
展
開
し
た
社
会
運
動
に
呼
応
し
て
、
「
差
異
」
の
尊
重
に
た
い
す
る
社
会
的
関
心
も
高
ま
り
、
「
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア

ク
シ
ョ
ン
」
や
二
言
語
教
育
法
と
い
っ
た
諸
政
策
、
あ
る
い
は
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
現
在
、
ア

メ
リ
カ
で
暮
ら
す
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
住
民
が
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
集
団
と
し
て
の
権
利
や
尊
厳
の
平
等
を
求
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開
す
る

一
方
、
有
識
者
が
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
文
化
の
発
展
を
賞
揚
し
た
り
、
企
業
経
営
者
や
政
治
家
が
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
労
働
力
や
政
治
的
影
響
力

を
活
用
す
べ
く
、
彼
ら
の
文
化
的
背
景
に
配
慮
し
た
対
応
を
お
こ
な
っ
た
り
し
て
い
る
状
況
は
、
そ
う
し
た
一
連
の
流
れ
の
な
か
で
理
解
す

　
　
　
　
　
　
ヨ
　

る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
「
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
・
パ
ワ
ー
」
を
好
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
抑
制
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
事
実

で
あ
る
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
移
民
や
、
か
れ
ら
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
同
じ
く
す
る
住
民
た
ち
に
た
い
す
る
反
感
は
、
日
常
生
活
レ

ベ
ル
で
の
差
別
や
暴
力
的
威
嚇
と
し
て
表
出
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
不
法
就
労
者
の
摘
発
強
化
や
、
「
非
合
法
移
民
」
の
本
国
送
還
政
策
、
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あ
る
い
は
ラ
テ
ン
･
ア
メ
リ
カ
と
の
国
境
地
帯
に
お
け
る
警
備
の
強
化
と
い
っ
た
形
で
も
､
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
社
会
的
政
治
的

現
象
､
す
な
わ
ち
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
人
口
の
増
加
を
否
定
的
に
と
ら
え
､
｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

･
パ
ワ
ー
｣
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
､

ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
い
て
は
､
し
ば
し
ば

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
(n
a
tiS
.sm
)
と
批
判
的
に
評
せ
ら
れ
て
い
る
｡
本
来
､
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
と
は
､

一
九
世
紀
中
葉
に
お
こ
っ
た
､
｢反
移
民
的
｣
(a
n
ti･i
m
m
igrant)
な
政
治
運
動
や
社
会
風
潮
を
指
し
示
す
､
歴
史
的

な
概
念
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
用
語
が
､
現
状
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
に
向
け
ら
れ
た

反
感
が
､
現
代
特
有
の
事
象
と
し
て
で
は
な
-
､
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
繰
り
か
え
さ
れ
て
き
た
､
移
民
や
有
色
人
種
を
対
象
と
す
る
排
他
的

な
運
動
の
一
部
と
し
て
､
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
法
定
移
民
数
削
減
を
主
眼
と
す
る

一
九
九
七
年
の
入
国
管
理
制

度
改
革
を
報
じ
た
N
ew

Y
o
rk

T
im
es紙
の
次
の
言
葉
は
､
そ
う
し
た

一
般
的
理
解
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
-

｢
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
は
､
名
高
い
移
民
国
家
で
あ
る
と
同
時
に
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
特
徴
と
す
る
国
で
も
あ
る
｡
こ
の
傾
向
は
､
少
な
く
と

も

一
八
五
〇
年
代
に
反
カ
ト
リ
ッ
ク

･
反
移
民
を
主
張
し
た
､
ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
党

(K
n
o
w

N
o
thing
)
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
来
る
｡

-
-
入
国
管
理
制
度
改
革
委
員
会
の
方
針
は
､
も
し
不
注
意
に
用
い
ら
れ
れ
ば
､
ア
メ
リ
カ
人
が
移
民
に
接
す
る
さ
い
の
最
悪
の
態
度
を

〔ま
た
し
て
も
〕
喚
起
す
る
こ
と
に
な
る
｡

〔す
な
わ
ち
〕
移
民
の
こ
と
を
内
心
で
は
快
-
思

っ
て
い
な
い
議
員
た
ち
を
勢
い
づ
け
､
ネ
イ

テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
煽
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
移
民
た
た
き

(b
a
sh
in
g
iヨ
m
igrants)
は
-
-

〔こ
れ
ま
で
も
〕
性
質
の
悪
い
政
治

(4
)

活
動

(b
a
d
potitics)
を
生
み
出
し
て
き
た
｣
(角
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
)O

ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
流
入
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
規
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
論
者
の
な
か
に
は
､
み
ず
か
ら
の
主
張
が

｢ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
｣
と

一
蹴
さ
れ
る
現
状
に
､
不
満
の
声
を
あ
げ
る
者
が
い
る
｡
た
と
え
ば
､
保
守
系
雑
誌
N
a
tio
n
a
l
R
euiew
の
編
集
者
ブ
リ

メ
ロ
ー

(P

eter
Brim
e
lo
w
)
で
あ
る
｡
彼
は

1
九
九
五
年
に
出
版
し
た
自
著
の
冒
頭
で

｢
『
〔あ
い
つ
は
〕
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
だ
!
』
､

こ
の
魔
法
の
言
葉

(m
ag
ic
w
o
rd
)
は
､
現
在
の
移
民
政
策
に
つ
い
て
敢
え
て
苦
言
を
呈
す
る
者
が
､
つ
ね
に
浴
び
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
-
-
悪
魔
払
い
の
呪
文

(ex
orcist}s
sp
ell)
で
あ
る
｣
(角
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
)
と
述
べ
､
｢移
民
問
題
｣
を
議
論
の
姐
上
に

331(72-2-33)



論 説

(5
)

の
せ
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
に
な
っ
て
い
る
現
状
に
憤
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
｡
と
は
い
え
､
彼
は
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
と
呼
ば
れ
る
こ

と
､
そ
れ
自
体
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
の
次
の
言
葉
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
1

｢熱
狂
的
移

民
フ
ァ
ン

(im
m
igratio
n

enthusiasts
)

の
連
中
は
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
こ
と
を
､
ポ
グ

ロ
ム
に
か
か
わ
っ
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

と
同
類
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
｡
-
-

〔し
か
し

一
九
世
紀
の
〕
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
は
､
け
っ
し
て
ナ
チ
ス

〔
の
よ
う
な

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

人
々
〕
で
は
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
､
文
化
的
意
味
に
お
い
て
も
､
政
治
的
意
味
に
お
い
て
も
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
だ
っ
た
の
だ
｡
-
-

〔し

l･nl

た
が
っ
て
〕
そ
の
系
譜
を
ひ
-
現
代
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
が
､
先
人
の
お
こ
な
い
を
恥
じ
い
る
必
要
は
ま
っ
た
-
な
い
の
だ
｣
(強

調
は
原
文
の
ま
ま
､
角
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
)｡
つ
ま
り
ブ
リ
メ
ロ
ー
は
'
｢移
民
問
題
｣
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
を

一
顧
だ
に
し
よ

う
と
し
な
い
人
々
に
憤
慨
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
-
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
が
曲
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
不
満
を
抱
い
て
い
る
の
で

あ
る
｡
そ
れ
と
い
う
の
も
､
の
ち
に
詳
論
す
る
よ
う
に
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
の
認
識
に
お
い
て
は
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
は
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
目
的
に
お
い
て
通
底
し
て
お
り
､
そ
の
意
味
に
お
い
て
､
積
極
的
意
義
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
あ
る
い
は

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
と
い
う
言
葉
は
､
多
義
性
を
お
び

て
い
て
､
論
者
や
文
脈
に
よ
っ
て
､
そ
の
意
味
内
容
が
錯
綜
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
議
論
を
先
取
り
し
て
概
括
す
れ
ば
､

一
方

で
は
､

一
九
九

〇
年
代
以
降
､
｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

･
パ
ワ
ー
｣
の
抑
制
を
企
図
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
暴
力
的
な
示
威
行
動
､
あ
る
い

は
政
治
活
動
や
言
論
活
動
が
盛
ん
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
､
こ
う
し
た
現
状
を
､

一
九
世
紀
中
葉
に

｢移
民
た
た
き
｣
が
お
こ
っ
た
こ
と
に

な
ぞ
ら
え
て
､
つ
ま
り
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
再
燃
｣
と
し
て
､
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
が
あ
る
｡
こ
う
し
た
立
場
を
と
る
人
々
に

と
っ
て
'
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
は
､
｢多
文
化
国
家
｣
ア
メ
リ
カ
が
克
服
す
べ
き
課
題
に
は
か
な
ら
な
い
｡
他
方
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
急

増
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
よ
ぼ
し
て
い
る

｢好
ま
し
か
ら
ぬ
影
響
｣
を
憂
慮
す
る
人
々
は
､
自
己
の
主
張
が
､
二
重
の
意
味
で
誤
解
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
､
義
憤
を
感
じ
て
い
る
｡
ひ
と
つ
に
は
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
に
か
か
わ
る
彼
ら
の
問
題
提
起
が
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
､
不
当
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
う
も
う
ひ
と
つ
は
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
い
う
概
念
が
､
曲
解
さ
れ
て
い

(72-2-34)332
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る
こ
と
で
あ
る
｡
彼
ら
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
､
｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣

そ
れ
自
体
は
､
｢動
揺
｣
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の

｢
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
を
再
構
築
し
､
｢
ア
メ
リ
カ
の
分
裂
｣
を
回
避
す
る
た
め
の
､
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
､

ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
に
た
い
す
る
暴
力
的
抑
圧
を
容
認
し
た
り
正
当
化
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
'
現
在
も
ち
い
ら
れ
て
い
る

｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
と
い
う
用
語
に
は
､
ふ
た
つ
の
相
反
す
る
内
容
が
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
多
義
性
が
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
､
現
在
の

｢移
民
問
題
｣
論
争
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
'
と

き
に
議
論
を
理
解
す
る
妨
げ
と
も
な
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
は
､
n
at
i
vi

sm
に
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
た
邦
訳
が
な
-
､
近
年

(7
)

は
特
に
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
た
め
､
論
争
の
内
容
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
い
っ
そ
う
困
難
な
状
況
に
あ
る
｡

こ
の
論
争
を
､
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
対
立
の
図
式
を
､
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡

ひ
と
つ
の
手
が
か
り
は
､
ア
メ
リ
カ
政
治
研
究
者
の
古
矢
旬
に
よ
る
分
析
で
あ
る
｡
彼
は
､
｢多
文
化
主
義
｣
の
勃
興
に
と
も
な
っ
て
先

鋭
化
し
て
い
る
対
抗
関
係
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
-

｢
そ
の
一
つ
は
､
政
治
権
力
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
Q
･･････保
守

的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
急
進
的
マ
ル
テ
ィ
カ
ル
テ
ユ
ラ
リ
ス
ト
と
の
論
争
は
､
究
極
的
に
は
あ
る
べ
き
ア
メ
リ
カ
像
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
対
立
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
文
化
資
本
の
み
な
ら
ず
経
済
資
本
の
奪
い
あ
い
を
､
そ
し
て
そ
れ
ら
の
資
本
の
配
分
に
あ
ず
か

(8
)

る
政
治
権
力
の
争
奪
戦
を
も
ふ
-
む
和
解
不
能
の
全
面
的
対
立
で
あ
っ
た
｣
(角
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
)｡
こ
の
解
釈
は
､
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
語
る
論
者
と
､
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
語
る
論
者
と
の
論
争
を
読
み
解
-
う
え
で
も
､
有
効

な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
も
､
本
論
文
で
は
､
二
〇
世
紀
末
の

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
再
燃
｣
と
､
そ
れ
を
め
ぐ
る

議
論
状
況
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
こ
の
作
業
を
つ
う
じ
て
､
｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

･
パ
ワ
ー
｣
の
評
価
を
め
ぐ
り
､
互
い
を

｢熱
狂
的

移
民
フ
ァ
ン
｣
､
｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
と
痛
罵
し
あ
う
論
者
た
ち
の
対
立
の
背
後
に
あ
る
､
ア
メ
リ
カ
の

｢
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
｣
に
つ
い
て
の
､
よ
り
根
源
的
な
見
解
の
相
違
を
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
ま
ず

一
節
で
は
､
論
争
の
直
接
的
契
機

と
な
っ
た

｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

･
パ
ワ
ー
の
台
頭
｣
が
､
｢多
様
性
｣
を
重
ん
じ
る
昨
今
の
政
治
社
会
風
潮
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
に

333(72-2-35)



説

鑑
み
'

1
九
九

〇
年
代
に

｢多
文
化
主
義
｣
が
隆
盛
す
る
ま
で
の
経
緯
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
｡
な
お
､
以
下
の
行
論
中
､
引
用
箇
所
に
お

論

け
る
傍
点
は
原
文
に
お
け
る
強
調
を
､
丸
括
弧
は
原
文
に
あ
る
補
足
を
､
亀
甲
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
補
足
を
'
意
味
す
る
｡

(72-2-36)334

一
節

｢多
元
化
｣
の
時
代
-

｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

･
パ
ワ
ー
の
台
頭
｣
の

背

景

い
う
ま
で
も
な
-
､
｢多
文
化
主
義
｣
(m
u
-tic
u
-tura-ism
)
を
め
ぐ
る
議
論
は
､
い
ま
だ
極
め
て
錯
綜
し
た
状
態
に
あ
り
､
｢多
文
化

(9
)

主
義
者
｣
を
自
称
す
る
者
､
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
他
称
さ
れ
る
者
の
間
で
あ

っ
て
も
､
論
者
ご
と
に
見
解
の
相
違
が
目
立
つ
｡
ま
た
､
そ

う
し
た
錯
綜
状
態
は
､
｢多
文
化
主
義
｣
を
批
判
す
る
側
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
､
い
ま
だ
論
争
の
渦
中
に
あ
る
と
い
え
る

｢多
文
化
主
義
｣
に
つ
い
て
詳
細
か
つ
正
確
に
記
述
す
る
こ
と
は
､
非
常
に
困
難
で
あ
る
｡
そ
の
点
を
踏
ま
え
､
本
節
で
は
､
論
争
に
は
あ

え
て
言
及
せ
ず

､

一
九
九

〇
年
代
以
降
に
お
け
る

｢多
文
化
主
義
の
勃
興
｣
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
的
流
れ
を
､
概
略
的
に
お
さ
え
て
お
-

(10
)

こ
と
に
し
た
い
｡

第
二
次
世
界
大
戦
を
経
た

一
九
五

〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
は
､
経
済
繁
栄
と
冷
戦
が
生
み
出
し
た
国
民
的

一
体
感
に
覆
わ
れ
て
お
り
'
極
め

て
安
定
し
た
統
合
状
態
に
あ

っ
た
｡
た
だ
し
､
こ
の
時
代
の
統
合
は
､
黒
人
や
､
｢帰
化
不
能
外
国
人
｣
た
る
ア
ジ
ア
系

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集

団
と
い
っ
た

｢見
え
ざ
る
人
々
｣
を
国
民
統
合
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
か
ろ
う
じ
て
実
現
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
ま
た
､

ワ
ス
プ

(W
A

S
P
)

と
い
う
主
流
文
化
の
存
在
を
前
提
と
し
､
そ
れ

へ
の
同
調
や
同
化
が
自
明
祝
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
､

1
九
五

〇
年
代

＼〓
＼

が

｢
ア
メ
リ
カ
国
民
が
も
っ
と
も
統
合
さ
れ
て
い
た
｣
時
代
と

一
部
で
目
さ
れ
る
由
縁
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
統
合
認
識
に
転
換
を
せ
ま
る

端
緒
と
な

っ
た
の
が
､

一
九
六

〇
年
代
半
ば
以
降
の

｢
公
民
権
運
動
｣
で
あ

っ
た
｡
｢
人
種
統
合
｣
と
い
う
黒
人
の
要
求
は
､
黒
人
同
様
そ

れ
ま
で
の
国
民
統
合
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
多
様
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
も
'
刺
激
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
｡

一
九
六
五
年
に
移

民
法
が
改
正
さ
れ
､

一
九
二
四
年
以
来
続
け
ら
れ
て
き
た
､
人
種
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
も
と
づ
-
差
別
的
な
移
民
選
別
方
式
が
改
め
ら
れ
た
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の
も
､
そ
の
ひ
と
つ
の
結
果
と
い
え
よ
う
｡
と
は
い
え
､
六
〇
年
代
に
お
け
る

｢人
種
統
合
｣
の
目
的
は
､
か
つ
て
の

｢見
え
ざ
る
国
民
｣

を
可
視
化
し
､
同
化
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
｡
そ
こ
で
は
ま
だ
'
人
種
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
い
う

｢
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
集
団
｣
は
､

(12
)

や
が
て
解
消
す
べ
き
非
永
続
的
な
も
の
と
し
て
､
措
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
｢公
民
権
体
制
｣
の
も
と
で
､
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
･
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
統
合
が
､
政
治
的
･
行
政
的
手
段
を
も

ち
い
て
達
成
す
べ
き
目
標
と
な
る
の
に
と
も
な
っ
て
､
｢各

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
求
す
る
様
々
な
分
野
の
文
化
運

∴∵

動
｣
が
活
性
化
し
､
や
が
て
は

｢
ル
ー
ツ
現
象
｣

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
-
｡
｢
エ
ス
ニ
ッ
ク

･
リ
バ
イ
バ
ル
｣
が
叫
ば
れ
'
多
様
な

｢
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
集
団
｣
が
､
各
集
団
固
有
の
文
化
や
歴
史
を
重
ん
じ
保
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
彼
ら
の
展
開

し
た
社
会
運
動
に
呼
応
し
て
､
｢差
異
｣
の
尊
重
と
差
別
の
克
服
に
た
い
す
る
社
会
的
関
心
も
高
ま
り
､

一
九
七

〇
年
代
以
降
の
､
｢
ア

フ
ァ

ー
マ
テ
ィ
ブ

･
ア
ク
シ
ョ
ン
｣
や
二
言
語
教
育
法
と
い
っ
た
諸
政
策
､
あ
る
い
は

｢
エ
ス
ニ
ッ
ク

･
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
｣
の
発
展
が
も
た

ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

〓
､

こ
う
し
て
､
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
､
｢き
わ
め
て
広
範
で
全
国
的
な
集
団
間
関
係
の
地
殻
変
動
｣
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る

が
､

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
こ
に
は

｢隔
離
｣
や

｢差
別
｣
が
執
粉
に
残
存
し
っ
づ
け
て
い
た
｡
差
別
撤
廃
の
た
め
の
現
実
的
施
策
が
満
足

な
成
果

へ
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
に
､
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団

･
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
は
苛
立
ち
を
強
め
た
｡
次
第
に
彼
ら
は
､
｢等
し
い
権
利
｣

を
獲
得
す
る
た
め
に
は
､
ま
ず
な
に
よ
り
も

｢等
し
い
敬
意
と
尊
厳
｣
を
勝
ち
取
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
の
帰
結
こ
そ
､

八

〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の

｢多
文
化
主
義
の
勃
興
｣
に
は
か
な
ら
な
い
､
と
古
矢
は
い
う
-

｢黒
人
-
-
を
先
頭
と
し
､

新
し
い
移
民
た
ち
を
随
伴
者
と
す
る
､
こ
の
集
団
間
の
意
識
に
お
け
る
対
等
性
を
め
ぐ
る
戦
線
に
お
い
て
､
こ
れ
ら
被
差
別
者
た
ち
は
､
ま

ず
み
ず
か
ら
の
集
団
意
識
の
動
員
と
強
化
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
彼
ら
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重
要
な
武
器
と
な
る
の
は
､
強
固
な

集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
マ
ル
テ
ィ
カ
ル
テ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
勃
興
に
あ
い
と
も
な
い
､
い
わ
ゆ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
･
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
登
場
す
る
-
-
そ
こ
に
お
い
て
は
､
集
団
間
の
交
流
や
相
互
浸
透
や
､
ま
し
て
や
融
合
､
同
化
は
否
定
的
価
値
と

335(722-37)



論 説

(15
)

目
さ
れ
る
は
か
な
い

｣
｡

い
う
ま
で
も
な
く

こ
の

｢戦
線
｣
に
お
け
る

｢随
伴
者
｣
の
ひ
と
り
が
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
で
あ
っ
た
｡
彼
ら
は
､
低
賃
金
の
単
純
労
働
を

足
が
か
り
に
､
着
実
に
経
済
力
を
身
に
つ
け
る

一
方
で
､
独
自
の
文
化
に
も
と
づ
-
生
活
ス
タ
イ
ル
を
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
築
き
上
げ
よ

う
と
し
て
い
る
｡
い
ま
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
が
､
文
化
的
政
治
的
に

｢利
用
可
能
な
存
在
｣
で
あ
る
こ
と
に
､
疑
い
の
余
地
は
な
い
｡
か
-
し

て
､
｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

･
パ
ワ
ー
｣
が
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
､
そ
れ
と
時
を
同
じ
-
し
て
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
を
対
象

と
す
る

｢移
民
た
た
き
｣
も
高
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

(72-2-38)336

二
節

ア
メ
リ
カ
の

｢断
層
線
｣

｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

･
パ
ワ
ー
｣
を
牽
制
す
る
試
み
と
し
て
､
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
事
例
は
､

一
九
九
四
年
に
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
に
よ

り
発
議
さ
れ
た
住
民
提
案

一
八
七

(P
ropositio
n
187
)

で
あ
ろ
う
｡
こ
の
提
案
は
､
｢非
合
法
移
民
｣

へ
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
停
止
を
か

(16)

か
げ
た
も
の
で
､
州
民
投
票
で
過
半
数
を
獲
得
し
た
｡
こ
う
し
た
政
策
レ
ベ
ル
で
の
動
き
に
加
え
て
､
移
民
規
制
を
主
た
る
内
容
と
す
る
言

論
活
動
も
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
る
｡
著
名
な
論
者
を
紹
介
し
て
お
こ
う
｡
先
に
触
れ
た
ブ
リ
メ
ロ
ー
に
よ
れ
ば
､
大
量
の
移
民
を
受
け
入
れ

●
●
一
●
●
●

る
こ
と
は
､
｢
ア
メ
リ
カ
人
の
あ
い
だ
で
共
有
す
る
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
-
-
ア
メ
リ
カ
を
つ
い
に
は
よ
そ
よ
そ
し
い

･

(17
)

国

(an
alien
n
a
tio
n
)
に
し
て
し
ま
う
｣
こ
と
に
は
か
な
ら
ず
､
そ
れ
を
回
避
す
る
に
は
､
現
行
の
移
民
法
を
破
棄
し
､
移
民
流
入
を

(18
)

｢適
正
な
｣
レ
ベ
ル
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
0
元
共
和
党
大
統
領
候
補
の
ブ
キ
ヤ
ナ
ン

(P
a
tr
ic
k

1

.

B

u
ch
an
a
n
)

は
､
著
書

T
h
e

D
eath
of
th
e
W
estJ
H
o
w

D
ying
P
op
u
la
tio
ns
an
d
Zm
m
14g
ran
t
Zn
uaSio
ns
Zm
p
eri1
0
ur
C
ou
n
tpy
and

C
iviliza
t
io
n

(邦
訳

『病
む
ア
メ
リ
カ
､
滅
び
ゆ
-
西
洋
』
)
の
冒
頭
に
､
彼
が
二
〇
〇
〇
年
の
大
統
領
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
に
繰
り
か
え
し
耳
に
し
た
と
い
う
人
々

の
嘆
き
-

｢
パ
ッ
ト
､
私
た
ち
の
生
ま
れ
育
っ
た
国
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
よ
｣
を
掲
げ
'
｢歴
史
上
､
こ
れ
ほ
ど
の
短
期
間
で
､
こ
れ
は
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ど
重
大
な
人
口
構
成
の
変
化
を
-
ぐ
り
ぬ
け
､
そ
の
ま
ま

一
つ
の
国
と
し
て
存
続
し
え
た
国
家
は
な
い
-
-
制
御
不
能
な
移
民
の
増
加
は
ア

メ
リ
カ
を
分
解
の
脅
威
に
さ
ら
し
､
国
民
は
､
共
通
の
価
値
観
-
-
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い

〔人
々
か
ら
な
る
〕
た
だ
の
寄
せ
集
め
的
集
団

(19
)

に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
｣
と
警
告
し
て
い
る
｡
そ
の
う
え
で
彼
は
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
人
口
の
増
加
を
メ
キ
シ
コ
人
に
よ
る
レ
コ
ン
キ
ス
タ

(20
)

運
動
の
一
環
と
位
置
づ
け
､
移
民

へ
の
警
戒
を
国
民
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
｡
｢移
民
の
弊
害
｣

(im
m
igratio
n

disaster)
を
危
倶
し

て
い
る
の
は
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
政
治
家
ば
か
り
で
は
な
い
｡
著
名
な
歴
史
家
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世

(A
r
th
ur
M
.
S
c
h
-
e

sin
g
e
r
)

J
r
.
)

は
､

一
九
九

一
年
､
黒
人
に
よ
る

｢
ア
フ
リ
カ
中
心
主
義
｣
(A
fr
o
c
e
n
tr
ic
ity
)

に
-
わ
え
て
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
に
よ
る
二
言

語
併
用
運
動
が
､
ア
メ
リ
カ
を
分
解
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
警
告
し
､
著
書
T

h

e

D
is
u

n
itin
g

of

A
m
e
ricaJ
R
ejlection
s
o

n

a

(21
)

M

u
lt
i
c
u
lt

u

r
a
l
S
o
c
ie
ty

(邦
訳

『ア
メ
リ
カ
の
分
裂
』)
を
発
表
し
た
｡
ま
た
'
国
際
政
治
学
者

ハ
ン
テ
ン
ト
ン
(
S
a

m
u
e
t

P
.
H

unti
n

g
･

to
n
)
は

､

つ
い
先
ご
ろ
二
〇
〇
四
年
に
上
梓
し
た

W
h
o
w
e
W
e

P
J
T
h
e

C
h
a
llen
g
es
to
A
m
erica
's
N
ation
a
l
Ld
en
tity
(邦
訳

『分
断
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
』
)
に
お
い
て
､
｢
二
分
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
｣､
す
な
わ
ち

｢
ス
ペ
イ
ン
語
と
英
語
と
い
う
二
つ
の
言
語
と
､
ア
ン

グ
ロ
･
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
と
い
う
二
つ
の
文
化
｣
に
分
断
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
が
現
実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
憂

(22
)

慮
を
表
明
し
て
い
る
｡

シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
や
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
の
議
論
に
､
多
少
な
り
と
も
学
術
的
装
い
が
施
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
で
あ
る
ブ
リ
メ
ロ
ー
や
政
治
家
で
あ
る
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
論
調
は
よ
り
扇
情
的
で
直
裁
と
い
え
る
｡
議
論
の
重
点
や
移
民
政
策
に
か
ん
す
る

具
体
的
な
提
言
に
つ
い
て
も
､
見
解
の
相
違
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
根
源
的
な
危
機
意
識
は
､
彼
ら
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
文
化
に

｢固
執
す
る
｣
移
民
の
流
入
に
よ
っ
て
､
ア
メ
リ
カ
に
暮
ら
す
人
々
の
自
己
認
識

が
変
化
し
､
人
々
が
､
ア
メ
リ
カ
国
民
で
あ
る
こ
と
を
第

一
義
と
す
る
自
己
認
識
の
あ
り
よ
う
､
つ
ま
り

｢ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
｣
を
喪
失
し
っ
つ
あ
る
と
い
う
強
い
危
機
感
で
あ
る
｡
と
り
わ
け
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
は
､
著
書
に
ふ
さ
れ
た
副
題
I

｢
ア
メ
リ
カ
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
た
い
す
る
挑
戦
｣
-

が
示
す
と
お
り
､
｢ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
の
問
題
に
焦
点
を
あ

337(72-2-39)



論 説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
代
表
し
て
、
彼
の
危
機
意
識
を
抽
出
し
て
お
こ
う
。

　
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
、
著
書
ぐ
§
o
ミ
Q
春
～
の
目
的
は
、
「
ア
メ
リ
カ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
『
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

著
さ
』
と
そ
の
『
実
体
』
に
生
じ
つ
つ
あ
る
変
化
」
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
「
顕
著
さ
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人

の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
構
成
す
る
四
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
白
人
と
い
う
「
人
種
」
、

イ
ギ
リ
ス
人
と
い
う
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
、
ア
ン
グ
ロ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
「
文
化
」
、
そ
し
て
政
治
的
原
則
に
か
ん
す
る
「
信
条
」
で
あ

る
。
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
「
入
植
者
」
が
っ
く
り
だ
し
た
「
文

化
」
で
あ
り
、
こ
の
「
文
化
」
は
、
「
入
植
者
」
に
続
い
て
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
「
何
世
代
も
の
移
民
」
に
も
吸
収
さ
れ
、
そ
の
結
果
ア
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

リ
カ
の
「
信
条
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
、
史
上
長
ら
く
、
四
つ
の

要
素
す
べ
て
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
二
一
世
紀
初
頭
の
現
在
、
そ
の
「
実
体
」
は
、
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
ま
ず

「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
に
つ
い
て
は
、
二
〇
世
紀
中
葉
ま
で
に
、
い
わ
ゆ
る
「
新
移
民
」
の
同
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
要
素
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
成
立
し
な
く
な
り
、
次
に
「
人
種
」
に
か
ん
し
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
公
民
権
運
動
を
へ
て
「
問
題
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
」
。
自

由
や
平
等
、
民
主
主
義
と
い
っ
た
「
信
条
」
は
、
い
ま
だ
有
用
で
あ
る
も
の
の
、
冷
戦
後
は
旧
社
会
主
義
諸
国
で
も
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
、
ア
メ
リ
カ
人
独
自
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
構
成
す
る
要
素
と
は
い
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
。
さ
ら
に
近
年
は
、

ア
ン
グ
ロ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
「
文
化
」
ま
で
も
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
。
い
ま
や
ア
メ
リ
カ
は
「
二
つ
の
公
用
語
を
持
つ
ア
ン
グ

ロ
／
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
社
会
へ
と
変
貌
す
る
可
能
性
」
に
直
面
し
て
い
る
。
「
文
化
的
な
二
分
傾
向
」
は
、
ひ
と
つ
に
は
「
知
識
人
と
エ

リ
ー
ト
の
あ
い
だ
で
多
文
化
主
義
と
多
様
性
の
原
則
が
も
て
は
や
さ
れ
た
結
果
」
で
あ
り
、
「
こ
う
し
た
原
則
を
促
進
し
承
認
し
た
二
言
語

教
育
に
か
か
わ
る
政
府
の
施
策
と
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
結
果
」
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
原
動
力
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
っ
た
の
は
「
中
南
米
か
ら
の
移
民
…
…
と
り
わ
け
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
移
住
者
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
「
三
世
紀
以
上
の
月
日
を

費
や
し
て
醸
成
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
〔
ナ
シ
ョ
ナ
ル
〕
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
解
体
し
、
〔
代
わ
っ
て
〕
サ
ブ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン

（72－2－40）　338



｢ネイテイヴィズムの再燃｣論争をめぐって (山中)

(29
)

テ
ィ
テ
ィ
が
優
越
す
る
よ
う
促
が
さ
れ
た
｣
と
い
う
の
が
､
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
の
認
識
で
あ
る
｡
で
は
､
こ
の
現
状
を
ま
え
に
し
て
､
今
後
ア

メ
リ
カ
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
｡

ハ
ン
テ
ン
ト
ン
の
主
張
は
明
快
そ
の
も
の
だ
｡
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
､
よ
り
正
確
に
い
え
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
を
挺
子
に
､
ア
ン
グ
ロ
･
サ
ク
ソ
ン
の
伝
統
と
文
化
を
再
興
し
､
｢自
分
た
ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
､
国
と
し

(30
)

て
の
目
的
｣
を
再
認
識
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
の
主
張
に
た
い
し
て
､
知
識
人
た
ち
の
反
応
は
､
概
し
て
冷
や
や
か
で
あ
る
｡
N
ew

Y
ork
T
im
es
紙
の
書

評
記
者
､
カ
ク
タ
こ

(M
ic
h
i
ko
K
A
K
U
T
A
N
I)

は
､
二
〇
〇
四
年
五
月
二
八
日
付
の
記
事
に
お
い
て
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
の
継
続

的
流
入
と
彼
ら
の
同
化
傾
向
の
低
さ
が
ア
メ
リ
カ
に
お
よ
ぽ
す

｢悪
影
響
｣
に
つ
い
て
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
が
論
じ
た
第
九
章

｢
メ
キ
シ
コ
移
民

(31
)

と
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
化
｣
を
､
｢本
書
の
な
か
で
も
､
も
っ
と
も
人
騒
が
せ
な

一
章

(m
o
st
a
ta
r
m
ist
chapter)｣
と
評
し
て
い
る
｡
そ
の

う
え
で
､
カ
ク
タ
二
は
､
総
体
的
に
見
て
も

｢
W
h
o
w
e
W
e
P
は
､
〔
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
の
代
表
的
著
作
〕
T
h
e

C
lash
of
Civiliza
tions

〔邦
訳

『文
明
の
衝
突
』
〕
の
よ
う
に
物
議
を
か
も
す
書
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
､
結
果
的
に
は
移
民
や
宗
教
､
そ
し
て
ワ

ス
プ
文
化
に
関
す
る
お
な
じ
み
の
議
論
に
､
敵
意
に
み
ち
た
新
解
釈

(a
b
e
〓icose
n
ew

s
p
in
)
を
加
え
て
､
焼
き
な
お
し
た
だ
け
に
す

ぎ
な
い
｣
と

一
蹴
し
て
い
る
｡
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
チ
ェ
ト
キ
ン
(
A

n
ton
C
h
a
itk
in
)
の
批
判
も
辛
殊
で
あ
る
｡
チ
ェ
ト
キ
ン
に

よ
れ
ば
､
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る

｢
わ
れ
わ
れ
と
は
誰
か
～
｣
と
い
う
問
い
に
た
い
し
て
､

ハ
ン
テ
ン
ト
ン
が
読
者
に
打
ち
明
け
た

｢秘

密
の
答
え
｣
と
は
､
｢
〔わ
れ
わ
れ
と
は
〕
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
人
の

〔ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
〕
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
定
義
す
る
の
を
助
け
て
き
た

数
多
-
の
排
他
的
な
人
種
運
動
や
反
外
国
人
運
動
の
伝
承
者
｣
に
ほ
か
な
ら
ず
､
そ
の
真
意
は

｢彼
が
打
ち
出
し
た
新
た
な
敵
の
イ
メ
ー
ジ
､

す
な
わ
ち
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
､
と
り
わ
け
メ
キ
シ
コ
系
移
民
に
た
い
す
る
恐
怖
と
憎
悪
を
駆
り
立
て
て
､
白
人
に
よ
る
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
運

(32
)

動

(w
hite
n
a
tivi.St
m
ov
e

m
ent)
を
推
し
進
め
る
｣
こ
と
に
あ
る
と
い
う
｡

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
主
張
と
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
批
判
は
､
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

｢ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
を
め
ぐ
る
ひ
と

つ
の
議
論
状
況
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
.
す
な
わ
ち
､

一
方
の
側
は
､
か
つ
て
な
い
規
模
で
押
し
寄
せ
る
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
に
よ
っ
て
'
339(72-2-41)



論 説

ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
言
語
文
化
等
に
お
け
る

｢断
層
線
｣

(fau
-二
ine)
が
生
じ
､
｢
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
は

｢危
機
｣
的

状
態
に
あ
る
と
憂
慮
し
て
い
る
｡
他
方
､
こ
う
し
た
現
状
分
析
に
批
判
的
な
人
々
は
､
対
立
陣
営
の
憂
慮
を
､
国
民
の
文
化
的
多
様
性
を
抑

(33
)

圧
し
ょ
う
と
す
る
､
偏
狭
な

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
非
難
す
る
｡
後
者
を
代
表
す
る
の
が
､
ア
メ
リ
カ
移
民
史

研
究
者
サ
ン
チ
ェ
ス

(G
e
o
rg
e
lr
S
anchez)
で
あ
る
｡
彼
は
､
前
述
し
た
提
案

1
八
七
や
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
と
ブ
キ
ヤ
ナ
ン
の
言
動
､
あ

る
い
は

l
九
九
二
年
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
暴
動
な
ど
の
政
治

･
社
会
的
現
象
を
と
ら
え
て
､
｢
こ
の
国
は

1
九
二
〇
年
代
以
降
も
っ
と
も
大
規

(34
)

模
な
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
再
燃
に
直
面
し
て
い
る
｣
と
断
言
す
る
｡
で
は
､
サ
ン
チ
ェ
ス
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
｡
次
節
で
詳
し
-
み
て
い
-
こ
と
に
し
よ
う
｡

(72-242)340

三

節

ア
メ
リ
カ
の

｢文
化
的
な
混
活
性
｣

サ
ン
チ
ェ
ス
は
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
｣
が

1
九
九

〇
年
代
に

｢再
燃
｣
し
た
歴
史
的
背
景
に
か
ん
し
て
､
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
1

｢
一
九
六
五
年
以
降
-
-
経
済
再
構
築

(econom
ic
restructuring)
が
本
格
的
に
す
す
む
な
か
'
わ
れ
わ
れ
は
､
防
御
的
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

〔
の
勃
興
〕
を

三

〇
世
紀
初
頭
に
続
い
て
〕
再
び
ま
の
あ
た
り
に
し
て
い
る
｡
-
-
わ
れ
わ
れ
が
現
在
目
に
し
て
い
る
の

は
､
急
速
な
脱
工
業
化
､
サ
ー
ビ
ス
･
ハ
イ
テ
ク
経
済

(a
service
a
n
d
h
igh
tec
h
eco
n
o
m
y)
の
台
頭
､
そ
し
て
国
内
の
職
場
を
守
ろ

う
と
す
る
労
働
組
合
の
努
力
を
骨
抜
き
に
す
る
世
界
的
規
模
で
の
資
本
移
動
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
経
済
的
構
造
変
化

(econ
o
m
ic

tra
n
s
･

for
m
a

t
io
n
)

は
-
-
確
実
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
中
心
諸
都
市
の
基
盤
を
蝕
み
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
的
感
情
の
温
床
を
生
み
出
し
て
き

(35)
た
｣
｡

つ
ま
り
､
経
済
体
制
の
急
激
な
転
換
が
お
こ
る
な
か
で
､
国
内
の
雇
用
に
た
い
す
る
国
民
の
不
安
は
､
｢防
御
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
｣

へ
の
要
求
と
な
り
､
有
効
な

｢防
御
策
｣
の
ひ
と
つ
と
し
て
移
民
制
限
論
が
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
こ
と
が
'
二
〇
世
紀
初
頭

(36
)

に
お
い
て
も
､
現
代
に
お
い
て
も
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
台
頭
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
｢ネ
イ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
つ
ね
に
、
政
治
的
な
路
線
を
横
断
し
て
右
に
も
左
に
も
支
持
者
を
見
つ
け
」
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
う
。
な
ぜ
な

ら
、
「
〔
今
も
昔
も
〕
ア
メ
リ
カ
人
と
い
う
国
民
が
衰
退
し
て
い
る
と
い
う
深
刻
な
懸
念
」
が
、
「
右
翼
か
ら
…
…
政
治
的
『
穏
健
派
』
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

に
は
…
…
自
称
リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
っ
た
人
々
を
束
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
ン
チ
ェ
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
、
社
会
変
化
に
た
い
し
て
防
御
的
に
な
り
閉
鎖
的
な
傾
向
を
強
め
た
と
き
に
、
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
形
態
を
ま
と
う
の
だ
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
サ
ン
チ
ェ
ス
の
立
場
は
、
移
民
規
制
を
唱
え
る
一
部
の
「
リ
ベ
ラ
ル
」
を
批
判
的
に
分
析
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
分
析
を
約
言
す
れ
ぼ
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

「ネイティヴィズムの再燃」論争をめぐって（山中）

　
一
部
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
リ
ー
ト
階
層
を
除
き
、
大
半
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
や
キ
ュ
ー
バ
と
い
っ
た
発
展
途
上
国
か

ら
の
移
民
は
、
ア
メ
リ
カ
の
財
貨
を
「
国
外
に
流
出
さ
せ
る
存
在
」
（
脅
巴
5
ω
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
覇
権
」
と

い
う
夢
、
あ
る
い
は
「
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
に
お
け
る
多
文
化
的
な
未
来
」
と
い
う
夢
を
脅
か
す
諸
国
を
象
徴
す
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
状
況
が
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
生
み
出
し
た
。
「
リ
ベ
ラ
ル
」
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
移
民
制
限
や
保

護
主
義
の
必
要
を
訴
え
る
、
そ
う
し
た
新
た
な
声
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
言
説
の
な
か
で
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

噴
出
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
「
大
半
の
ア
メ
リ
カ
人
」
に
と
っ
て
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
と
は
、
低
賃
金
を
「
武
器
」
に
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
か
ら
職
を
奪

い
、
ア
メ
リ
カ
で
稼
い
だ
「
外
貨
」
を
中
南
米
の
「
母
国
」
へ
と
送
金
し
て
、
「
母
国
」
の
経
済
力
増
大
に
寄
与
す
る
「
出
稼
ぎ
労
働
者
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
ら
移
民
は
、
「
母
国
」
独
自
の
、
「
均
質
的
」
で
コ
体
性
」
の
あ
る
文
化
に
強
い
自
尊
心
を
抱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

て
お
り
、
「
出
稼
ぎ
先
」
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
も
、
そ
う
し
た
「
母
国
」
の
文
化
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
実
践
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
。
こ

341　（72－2－43）



論 説

う
し
た

｢現
実
｣
に
た
い
す
る

｢大
半
の
ア
メ
リ
カ
人
｣
の
不
安
と
苛
立
ち
を
糧
に
し
て
､
｢右
翼
｣
は
も
ち
ろ
ん

｢自
称
リ
ベ
ラ
ル
｣
ま

で
も
が
荷
担
す
る

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
再
燃
｣
が
も
た
ら
さ
れ
た
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
サ
ン
チ

ェ
ス
の
理
解
は
､
い
う
ま

で
も
な
-
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
研
究

の
泰
斗

ハ
イ
ア
ム

(J
o
h
n

H
ig
h
a

m
)
に
負
う
も
の
で
あ
る
｡

ハ
イ
ア
ム
は
､
古
典
的
研
究

S
tra
n
g
e
rs
in
the
L
a
n
dJ
P

a
tte
rns

of
A
m
e
rican
N

a
tiu
ism
,
]
8
6
0
･
]
9
2
5

に
お
い
て
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
を

｢国
内
の
少
数

派
に
た
い
し
て
､
そ
の

〔
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
〕
集
団
が
外
国

(す
な
わ
ち
､
『非
ア
メ
リ
カ
的
』
存
在
)
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
､

激
し
-
反
発
す
る
こ
と
｣
と
定
義
し
､
ア
メ
リ
カ
史
に
繰
り
返
し
登
場
す
る

｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
敵
慌
心
｣
の
核
心
部
分
に
'
｢近
代

ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
い
う

､
〔人
々
を
〕
結
び

つ
け
､
突
き
動
か
す
力

(the
connectiロg
〉
energ
iN
in
g
fo
rc
e
o
f
m
o
d
ern
nationa一

(42
)

ism
)
｣

を
見
出
し
た
｡

ハ
イ
ア
ム
の
議
論
を
､
発
展
的
に
継
承
し
ょ
う
と
す
る
サ
ン
チ

ェ
ス
に
と

っ
て
も
､
｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
い
う

思
考
習
慣

(nativi.sm
as
a
hab
it
of
m
ind
)
｣
は
､
｢
わ
れ
わ
れ

〔ア
メ
リ
カ
人
〕
の
国
民
的
不
安

(o
ur
na
tio
n
a
t
an
x
ie
ties)
を
反

(43
)

映
し
-
-
わ
れ
わ
れ
の
寛
容
さ
の
限
界
を
示
｣
す
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
､
と
き
に

｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の

｢防
御
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
｣
と
は
､

ア
メ
リ
カ
が
克
服
す
べ
き
課
題
に
は
か
な
ら
な
い
｡
実
際
サ
ン
チ

ェ
ス
は
､
論
文
を
締
め
-
-
る
に
あ
た

っ
て
､
社
会
学
者
ラ
ム
ボ

ー
ト

(
R
u

ben
R
um
b
a
u
t
)

の
言
葉
-

｢自
分
で
蒔
い
た
種
は
自
分
で
刈
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
'
も
の
の
道
理
だ
｡
あ
な
た
が
誰
か

を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
､
あ
な
た
は
そ
の
人
に
､
自
分
は
こ
の
地
に
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
る
し
､
自
分
に
は

存
在
意
義
が
あ
る
の
だ
､
と
感
じ
る
よ
う
促
が
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
も
し
あ
な
た
が
憎
し
み
の
種
を
蒔
-
の
で
あ
れ
ば
､
あ

な
た
は
憎
し
み
が
生
み
出
す
収
穫
物
を
か
り
と
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｣
-

を
引
用
し
た
う
え
で
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ー

｢
ア

メ
リ
カ
に
や

っ
て
き
て
社
会
に
貢
献
し
ょ
う
と
し
て
い
る
人
々
を
私
た
ち
が
攻
撃
す
る
と
き
､
私
た
ち
は
如
何
な
る
未
来
を
蒔
い
て
い
る
の

(44
)

か
｡
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
は
い
ま
こ
そ
う
そ
う
自
問
す
る
と
き
な
の
だ
｣
｡

つ
ま
り
､
ア
メ
リ
カ
社
会
が
移
民
に
た
い
し
て
敵
対
的
姿
勢

で
臨
む
こ
と
は
､
社
会
状
況
の
無
用
な
混
乱
を
招
か
ざ
る
を
得
ず
､
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
好
ま
し
-
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と

(72-2-44)342



｢ネイテイヴィズムの再燃｣論争をめぐって (山中)

い
う
の
で
あ
る
｡

サ
ン
チ
ェ
ス
が
こ
の
よ
う
に
結
論
す
る
に
い
た
る
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
､
移
民
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
文
化
的
多
様
性
こ
そ
､

ア
メ
リ
カ
を
価
値
あ
る
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
､
彼
の
確
信
で
あ
る
｡
サ
ン
チ
ェ
ス
は
､
｢
ニ
ュ
ー
･
ア
メ
リ
カ
ン
･
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
｣
の
提
唱
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
､
仲
間
と
と
も
に
共
同
研
究
の
成
果
を
P
ost･N
a
tio
n
a
list
A
m
erica
n
S
tu
d
ies
と
し
て
発
表

し
て
い
る
が
､
本
書
の
編
者
で
あ
り
第

三
早
の
執
筆
担
当
者
で
あ
る
比
較
文
学
者
ロ
ウ

(J
oh
n

C
a
ユ
os
R
o
w
e
)
の
次
の
言
葉
は
､
彼
ら

の
基
本
的
姿
勢
を
端
的
に
示
し
て
い
る
-

｢伝
統
的
な
ア
メ
リ
カ
研
究
が
依
存
し
て
い
た
モ
デ
ル
と
は
'
単

一
の
支
配
的
文
化
が
移
民
た

ち
の
諸
文
化
を
､
少
し
ず
つ
時
間
を
か
け
て
発
展
さ
せ
な
が
ら
､
同
化
し
て
き
た

(assim
i-atin
g
)
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
最

近
の
考
え
方
で
は
､
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
構
成
す
る
､
多
-
の
異
な
る
文
化
相
互
間
で
歴
史
的
に
生
起
し
て
き
た
文
化
的
な
混
溶
性

(th
e

(45
)

c
u
t
t
u
r

a
l
h
ybr
i
d

i
t
i
e

s
)

が
強
調
さ
れ
て
い
る
｣
｡
い
う
ま
で
も
な
-
､
サ
ン
チ
ェ
ス
や
ロ
ウ
ら
は
､
｢す
べ
て
に
優
越
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
神
話

(an
overarchi
n
g
nationatist
m
ytho
to
g
y
)
に
こ
れ
ま
で
従
属
さ
せ
ら
れ
て
き
た
多
様
な
文
化
｣
に
焦
点
を
合
わ
せ
､
ア

(46
)

メ
リ
カ
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な

｢文
化
的

･
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
の
あ
り
よ
う
を
強
調
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
サ
ン
チ
ェ
ス
ら
の
議
論
は
､

一
九
九

〇
年
代
以
降
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
る

｢合
衆
国
の
国
是
で
あ
る

『多
か
ら
な
る

一
』
の

読

(47
)

み
直
し
の
作
業
｣
の
1
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
周
知
の
と
お
り
､
こ
れ
ま
で
､
国
璽
に
記
さ
れ
た
標
語
E

p
tu
r
･

ibus
uロum
は
､
も
っ
ぱ
ら

｢多
か
ら
な
る

〓

(one
out
o
f
m
any)
と
理
解
さ
れ
､
｢
メ
ル
テ
ィ
ン
グ

･
ポ
ッ
ト
｣
と
い
う
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
国
民
統
合
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
さ
え
て
き
た
｡
し
か
し
､
近
年
､
ア
メ
リ
カ
の
実
際
の
あ
り
よ
う
か
ら
す
れ
ば
､
そ
れ
は
む
し
ろ

(48
)

｢
一
の
な
か
の
多
数
｣
(m
a
n
y

in
one)
と
読
み
替
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
､
と
問
題
提
起
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
｡
管
見
の
か
ぎ
り
､

サ
ン
チ
ェ
ス
は
､
標
語
の
再
解
釈
に
つ
い
て
直
接
論
じ
て
は
い
な
い
が
､
彼
が

｢多
文
化
的
｣
あ
る
い
は

｢多
人
種
的
｣
な
国
民
の
あ
り
よ

(49
)

う
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
､
そ
の
意
味
に
お
い
て
､
サ
ン
チ
ェ
ス
の
政
治
的
志
向
は

｢
一
の
な
か
の
多
数
｣
に

あ
る
と
評
し
て
も
､
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
｡
サ
ン
チ
ェ
ス
は
､
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
､
よ
り
多
元
的
な
も
の

343(72-2-45)



論 説

と
し
て
解
釈
し
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
サ
ン
チ
ェ
ス
ら
は
､
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
の
多
元
的
な
あ
り
よ
う
が
意
識
さ
れ
､
認
知
さ
れ
る
こ
と
の
有
益
性
を
強

調
す
る
｡
そ
の
有
益
性
は
､
実
は
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
再
燃
｣
の
､
い
わ
ば
立
役
者
で
あ
る
人
々
も
必
ず
し
も
否
定
し
て
い
な
い
｡

た
と
え
ば

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
'
｢
ア
メ
リ
カ
が
成
し
遂
げ
た
-
-
最
大
の
功
績
は
､
ア
メ
リ
カ
が
､
人
間
は

〔
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や
人
種
で
は

(50)

な
-
〕
そ
の
人
個
人
の
真
価
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
､
多
民
族
､
多
人
種
の
社
会
に
な
っ
た
こ
と
だ
｣
と
断
言
し
て
い
る
｡

で
は
､
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
や
ブ
リ
メ
ロ
ー
ら
は
何
を
問
題
視
し
て
い
る
の
か
｡
彼
ら
の
危
倶
は
､
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
の
次
の
言
葉
に
端
的

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
-

｢わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
け
る
結
合
の
杵

(th
e
b

onds
o
f
cohesi
on)は
か
な
り
脆
弱
-
-
で
あ
る
の
で
､
文

化
的
お
よ
び
言
語
的
な
分
離

〔状
態
〕
を
推
奨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
梓
を

〔さ
ら
に
〕
ひ
ず
ま
せ
る
こ
と
に
は
､
何
の
意
味
も
な
い
｡

ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
､
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
も
最
終
的
な
も
の
で
も
な
-
､
つ
ね
に
形
成
の
過
程
に
あ
る
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
｡
人
口
構
成
に
お
け
る
変
化
は
､
つ
ね
に
国
民
的
気
質

(natio
nal
ethos)
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
で
あ
り
､
そ
の
過

程
は
今
後
も
続
-
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
れ
が
国
民
的
統
合
の
犠
牲
に
お
い
て
な
さ
れ
な
い
よ
う
､
わ
れ
わ
れ
は
望
ま
ざ
る
を
え
な
い
｡

ア
メ
リ
カ
が
多
元
的
社
会

(a
p-uralistic
soc
iety)
と
し
て
直
面
し
て
い
る
問
題
は
､
こ
の
共
和
国
を
団
結
さ
せ
る
結
合
の
辞
を
断
ち

切
る
こ
と
な
し
に
､
こ
れ
ま
で
大
事
に
し
て
き
た
諸
文
化
や
諸
伝
統
の
正
当
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
立
証
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
わ

れ
わ
れ
の
課
題
は
､
こ
の
国
民
の
偉
大
な
多
様
性
に
つ
い
て
の
正
当
な
評
価
と
､
個
人
の
自
由
､
政
治
的
民
主
主
義
､
お
よ
び
人
権
と
い
う

(51
)

西
欧
の
偉
大
な
統

一
化
の
思
想
に
た
い
す
る
正
当
な
重
視
と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｣｡

以
上
明
ら
か
な
よ
う
に
､
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
が
恐
れ
て
い
る
の
は
､
｢多
様
性
｣
が
増
す
こ
と
で
は
な
い
｡
彼
の
危
倶
は
､
標
語
E

い
つ

p

luribus
unum
に
誼
わ
れ
た
u
n
u
m

(
一
)
と
い
う
大
前
提
が
失
わ
れ
､

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団

･
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
何
の
つ
な
が
り
も

な
い
ま
ま

｢無
数
｣
に
存
在
す
る
状
態
な
の
で
あ
る
｡
た
し
か
に
､
m
u
tti･
(多
)
と
い
う
状
態
は
､
そ
れ
を
束
ね
る
主
体
や
場
が
あ
っ
て

●
●
●
■
●

は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
｢多
文
化
的
な
｣

(m
u
lti･cu
ttural)
社
会
は

｢
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
集
団
が
ひ
と
つ
の
社

(7212-46)344
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●
●

会
を
構
成
す
る
｣
〔傍
点
筆
者
〕
こ
と
に
よ
っ
て
活
気
づ
-
の
で
あ
り
､
複
数
の
構
成
要
素
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
何
か
が
な
け
れ
ば
､
特
性

(52
)

を
失

っ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
｡
つ
ま
り
､
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
ら
は
､
ア
メ
リ
カ
が

｢多
｣
を
成
立
さ
せ
う
る
単

一
の
場

u
n
u
m
で
は

い
つ

な
-
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
危
倶
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
彼
ら
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
は
､
｢多
｣
と

｢
一
｣
が
均

衡
し
た
状
態
を
保

つ
こ
と
に
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
､
｢多
｣
に
比
重
が
か
か
り
す
ぎ
た
現
状
を

｢是
正
｣
す
る
た
め
に
､
｢多
｣
を

い
つ

｢
二

と
し
て
保
つ

｢結
合
の
締
｣
を
再
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
や
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
ら
を
駆
り
立
て
て
い
る
の
は
'
国
民
の

｢分
裂
｣

へ
の
深
刻
な
憂
慮
と
､
｢結

合
の
杵
｣

へ
の
強
い
欲
求
で
あ
る
｡
彼
ら
の
危
倶
は
､
｢多
様
性
｣
を
担
保
す
る
枠
組
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
で
あ

っ
て
､
｢多
様
性
｣
そ
の

も
の
に
た
い
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

1
万
､
サ
ン
チ

ェ
ス
ら
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
､
現
代
の

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
が
み
せ
る
､
｢単

1

の
支
配
的
文
化
｣
に
固
執
し
て
､
ア
メ
リ
カ
国
民
の
特
質
で
あ
る

｢多
様
性
｣
を
抑
制
し
ょ
う
と
す
る
態
度
は
､
ア
メ
リ
カ
を

｢
マ
ッ
カ
ー

(53
)

シ
ー
の
時
代

へ
と
逆
戻
り
｣
さ
せ
か
ね
な
い
ほ
ど
の
､
危
険
な
徴
候
に
は
か
な
ら
な
い
｡
双
方
の
危
機
感
の
相
違
は
､
い
う
ま
で
も
な
く
､

い
つ

｢多
｣
と

｢
二

を
両
立
さ
せ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
､
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
見
解
の
違
い
に
由
来
し
て
お

り
､
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
人
像
の
相
違
が
､
｢移
民
問
題
｣
に
た
い
す
る
態
度
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

既
に
述
べ
た
よ
う
に
､
サ
ン
チ
ェ
ス
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
､
｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
敵
慢
心
｣
と

｢近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
｣
は
､
社

会
変
化
の

｢原
因
｣
で
あ
る

｢
『非
ア
メ
リ
カ
的
』
存
在
｣
の
排
斥
と
い
う
点
に
お
い
て
結
び

つ
い
て
い
た
｡
換
言
す
れ
ば
､
｢
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ス
ト
｣
は
､
ア
メ
リ
カ
の

｢多
様
性
｣
を
増
大
さ
せ
る

｢
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
集
団
｣
に
存
在
意
義
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
､

｢単

一
の
支
配
的
文
化
｣
に
立
脚
し
た

｢伝
統
的
｣
な

｢
ナ
シ
ョ
ナ
ル

･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
の
再
強
化
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ

っ
た
｡
で
は
他
方
､
｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
と
非
難
さ
れ
て
い
る
側
は
､
み
ず
か
ら
の
主
張
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を
､
ど

の

よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
彼
ら
は
､
果
た
し
て
本
当
に
､
移
民
を
規
制
す
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
社
会
の
変
化
を
回
避
す
る

と
い
う
'
消
極
的
な
目
的
し
か
抱
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
と
も
､
｢
国
民
統
合
｣
に
む
け
た
､
何
ら
か
の
建
設
的
な
視
座
を
も
っ

345(72-2-47)



説

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

請

四
節

｢統
合
｣
へ
の
視
座
I

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

(72-248)346

サ
ン
チ
ェ
ス
が
､
現
代
に
お
け
る

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
牽
引
者
の
ひ
と
り
と
し
て
あ
げ
た
ブ
リ
メ
ロ
ー
は
､
著
書
A
li
en
N
a
tion
J

c
o
m
m
o
n
se
n
s
e

aboutA
mer
ic
a

's
Zm
m
ig
ra
tio
n
D
is
aster
の
冒
頭
で
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
項
を
設
け
て
､
以
下
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
｡

一
部
､
重
複
す
る
箇
所
も
あ
る
が
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
に
は
前
後
の
文
脈
が
重
要
で
あ

る
の
で
､
こ
こ
で
改
め
て
彼
の
主
張
を
引
用
し
て
お
こ
う
｡

〔ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
祖
と
も
い
う
べ
き
〕
ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
党
は
､
決
し
て
無
知
な
暴
徒

(a
n
ig
n
o
raロtm
Ob
)

の
集
ま
り
で

は
な
か
っ
た
｡
熱
狂
的
移
民
フ
ァ
ン
は
､
彼
ら
の
俗
称

〔K
n
o
w

N
othin
g
s
何
も
知
ら
な
い
〕
を
解
釈
し
そ
こ
ね
て
い
る
た
め
か
､

●
●
●
●

●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●

そ
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で
は
あ
る
が
｡
-
-
ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
党
は
､
実
際
に
は
､
移
民
を
制
限
せ
よ
と
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡

ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
党
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
代
表
ガ
ー
ド
ナ
-

(H
eロ
ry
J
.G
ard
n
er)
に
よ
れ
ば
､
ア
メ
リ
カ
人
は
､
新
し
い
移

民
を

｢帰
化
さ
せ
る
ま
え
に
､
国
民
化
す
る
こ
と
｣
に
気
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
〔そ
の
意
味
に
お
い
て
〕
ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

グ
党
員
は
､
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
と
は
違

っ
た
の
だ
｡
-
-

二

九
世
紀
の
〕
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
は
､
.け
っ
し
て
ナ
チ
ス

〔
の
よ
う
な

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

人
々
〕
で
は
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
､
文
化
的
意
味
に
お
い
て
も
､
政
治
的
意
味
に
お
い
て
も
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
だ
っ
た
の
だ
｡
ネ
イ

テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
に
よ
れ
ば
'
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
､
-
-
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
の
ち
に

｢自
由
を
守
り

ぬ
-
こ
と
｣
(th
e

sur

v

iv
a
t

an
d
su
c
c
e
ss
o
f
lib
erty
[sic
]
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
も
の
と
､
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
｡

ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
党
員
が
抱
い
て
い
た

〔二
つ
の
憂
慮
､
す
な
わ
ち
〕
移
民
に
つ
い
て
の
憂
慮
と
､
奴
隷
制
度

〔
の
存
続
〕
に
つ
い
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て
の
憂
慮
は
､
同
じ
コ
イ
ン
の
裏
表
だ
っ
た
の
だ
｡
-
-
つ
け
-
わ
え
て
い
え
ば
､
ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
は
大
き
な
財
産
を
残
し
て
い

る
｡
世
俗
の
公
立
学
校
と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
｡
こ
れ
も
ま
た
'
移
民
を

｢国
民
化
す
る
こ
と
｣
(
"
n

a
tio
n
atiz
･

(54
)

in
g
"
)

へ
の
関
心
か
ら
､
彼
ら
が
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
｡

ブ
リ
メ
ロ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
の
根
本
的
な
問
題
関
心
は
'
移
民
の
入
国
を
妨
げ
た
り
､
移
民
を
国
外
に
追

い
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
で
は
な
-
'
移
民
を

｢国
民
化
す
る
こ
と
｣
に
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
ブ
リ
メ
ロ
ー
は
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
に

よ
る
移
民
問
題

へ
の
関
与
は
､
国
民
統
合

へ
の
関
心
に
起
因
す
る
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
｢公
教
育
｣

へ
の
取
り
組
み
も
､
移
民
の

｢国
民
化
｣
を
重
視
す
る
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
ブ
リ
メ
ロ
ー
の
理
解
は
､
サ
ン
チ
ェ
ス
や
ハ
イ

ア
ム
の
提
示
す
る
見
解
､
す
な
わ
ち
､
移
民
の
惹
起
す
る
社
会
変
化
を
恐
れ
る
､
｢外
国
人
嫌
い
｣
の

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
と
い
う
理

解
と
は
､
や
や
趣
を
こ
と
に
し
て
い
る
｡
ブ
リ
メ
ロ
ー
が

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
｣
と
評
価
す
る
と
き
､
あ
る

い
は
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
と

｢国
民
化
｣､
そ
し
て

｢公
教
育
｣
と
を
ひ
と
-
-
り
の
問
題
と
し
て
語
る
と
き
､
彼
が
想
定
し
て
い
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
う
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
｢移
民
を

『国
民
化
す
る
こ
と
』｣
と
は
､
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
処
遇
す
る
こ
と
で
あ
る
と
'
彼
は
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
間
題
を
考
え
る
う
え
で
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
も
つ
国
民
統
合
の
機
能
に
注
目
し
た
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー

(M

ark
J

uer
g
e
n
s
･

m
eyer)
の
議
論
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
､
極
め
て
有
用
で
あ
る
O
彼
は
､
著
書

T
h
e
N
eu)
C
ol
d

W
a
r

P
J
R
e
lig
iou
s

N

a
tio
n
a
lism

C
o
nf
ro
n
ts
th
e
S
ecu
la
r
S
ta
te
(邦
訳

『ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
世
俗
性
と
宗
教
性
』)
に
お
い
て
､
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

(B
e
n
e
d
ic
t
A
n
d
erI

s
o
n
)
ら
の
議
論
を
援
用
し

っ
つ
､
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
-

｢
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
思
考
枠
組

(fr
am
ew
orks
o
f

th
o
u
ght
)

は
-
-
日
常
世
界
の
下
位
に
､
見
え
な
い
も
の
に
も
首
尾

一
貫
性
を
与
え
る
意
味
の
次
元
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆

〔し
〕
-
-
社
会
的
政
治
的
秩
序
に
存
在
意
義
を
与
え
る
権
威
を
も
た
ら
す
｡
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
､
個
人
が
､

347(72-2-49)



論 説

世
界
の
う
ち
に
存
在
す
る
正
し
い
あ
り
方
を
定
め
､
個
々
人
を
社
会
全
体
に
関
係
づ
け
る
｡
そ
れ
は
､
個
人
を
世
界
の
う
ち
に
位
置
づ
け

-
-
個
々
の
人
間
を
､
固
有
の
場
所
お
よ
び
固
有
の
歴
史
を
と
も
な
う
､
よ
り
大
き
な
集
合
体

(collectiv

ity
)
に
結
び
つ
け
る
の
で
あ

(55
)

る
｣｡
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
て
､
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

｢秩
序
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
｣
(a
n

ide0-0gy
o
f

order)と
定
義
す
る
｡
彼
が
こ
こ
で
あ
え
て

｢秩
序
｣
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
'
｢共
同
体
感
覚
｣
(a

sense
ofcom
m
u
n
ity
)
を
も
と
め
る
人
間
の
内
在
的
欲
求
を
満
た
す
と
同
時
に
､
生
殺
与
奪
の
権
力
を
独
占
す
る
権
威

へ
の
服
従
を
包

二サ

含
す
る
､
二
面
性
を
も
つ
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
｡

約
言
す
れ
ば
､
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
の
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
､
社
会
に
お
け
る
個
々
人
の
正
し
い
あ
り
方
と
は
ど
う
い
う
も
の

な
の
か
を
提
示
し
､
個
々
人
を
社
会
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
力
と
い
え
よ
う
｡
人
々
は
､
そ
う
し
た
社
会
的
配
置
の
な
か
で
､
み
ず
か

ら
に
与
え
ら
れ
た
行
動
律
の
存
在
を
意
識
し
､
そ
れ
に
従
え
ば
社
会
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
､
逆
に
､
そ
れ
を
犯
せ

ば
社
会
の
安
寧
を
脅
か
す
者
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
､
感
知
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
は
'
個
々
の
人
間
を
国
民
と
い
う

｢大
き
な
集
合
体
｣
に
結
び
つ
け
て
秩
序
を
う
み
だ
す
と
い
う
点

に
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
本
質
を
見
出
し
て
い
る
｡
こ
の
点
を
踏
ま
え
､
改
め
て
'
ブ
リ
メ
ロ
ー
の
主
張
を
読
み
直
し
て
み
た
い
｡
ブ
リ
メ

ロ
ー
に
よ
れ
ば
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
と
は
'
ア
メ
リ
カ
の

｢ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
を
､
｢自
由
を
守
り
ぬ
-
こ
と
｣

と
密
接
不
可
分
な
も
の
と
と
ら
え
､
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
よ
う
を
社
会
全
体
で
共
有
す
る
た
め
に
､
｢公
教
育
｣
を
通
じ

て
移
民
を

｢国
民
化
す
る
｣
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
人
々
で
あ
っ
た
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
は
'
｢自
由
｣
を
'

ア
メ
リ
カ
を
基
礎
づ
け
る
価
値
と
み
な
し
､
み
ず
か
ら
は
､
こ
の
価
値
意
識
を
十
全
に
身
に
つ
け
て
い
る
と
自
己
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
｡
そ
の
確
信
に
お
い
て
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
は
､
ア
メ
リ
カ
の
正
し
い
社
会
的
配
置
の
う
ち
に
､
正
し
い
場
を
与
え
ら

れ
て
お
り
､
さ
ら
に
､
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
､
秩
序
を
創
出
し
維
持
す
る
と
い
う
､
重
大
な
責
任
を
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
む
ろ

ん
､
｢自
由
｣
と
い
う
価
値
意
識
を
習
得
す
る
こ
と
は
､
ど
こ
で
生
ま
れ
た
と
し
て
も
可
能
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣

(72-2-50)348
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は
､
移
民
に
た
い
し
て
'
｢帰
化
｣
に
よ
っ
て
法
的
諸
権
利
を
付
与
す
る
ま
え
に
､
ま
ず
'
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
彼
ら
の
正
し
い
あ
り

方
と
守
る
べ
き
行
動
律
を
教
え
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
移
民
を

｢国
民
化
す
る
こ
と
｣
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
｡

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
は
､
ア
メ
リ
カ
の
社
会
的
配
置
を
維
持
す
る
た
め
に
､
配
置
の
外
に
い
る
人
間
を
'
配
置
の
内
に
組
み
込
み
､
秩

序
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
｡
敷
術
す
れ
ば
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
は
､
渡
米
前
の
出
自
に
囚
わ
れ
て
い
る
移
民
を
､
そ
の
拘
束
か
ら
解

●
●
●
●
●
●

き
放
ち
､

一
個
人
と
し
て
､
ア
メ
リ
カ
国
民
と
い
う

｢大
き
な
集
合
体
｣
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
ま
さ
に
こ
の
点
に
､
ブ
リ

メ
ロ
ー
は
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
一
致
点
を
見
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

ブ
リ
メ
ロ
ー
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
は

｢文
化
的
意
味
に
お
い
て
も
政
治
的
意
味
に
お
い
て
も
｣
紛
れ
も
な
い

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
｡
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
に
は
､
〔移
民
を
国
民
化
す
る
こ
と
に
〕
熱
心
す
ぎ
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
の
系
譜
を
ひ
-
現
代
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
が
､
先
人
の
お
こ
な
い
を
恥

(57
)

じ
い
る
必
要
は
ま
っ
た
-
な
い
の
だ
｣
と
い
う
ブ
リ
メ
ロ
ー
の
言
は
､
そ
の
背
後
に
､
そ
の
よ
う
な

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
像
が
あ
っ
た

(58
)

と
考
え
れ
ば
､
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
｡

以
上
を
踏
ま
え
る
と
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
や
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
､
あ
る
い
は
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
と
い
う

｢ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
｣
を
自
称
す
る

人
物
が
､
い
か
な
る
視
点
か
ら
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
を
め
ぐ
る

｢問
題
｣
を
論
じ
て
い
る
の
か
は
､
よ
り
理
解
し
や
す
-
な
る
｡
彼
ら
は
､
み
ず

か
ら
の
考
え
る
､
ア
メ
リ
カ
の

｢秩
序
｣
を
語
り
､
そ
れ
を
維
持
し
う
る
社
会
的
配
置
の
あ
り
よ
う
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
｡
ユ
ル
ゲ
ン
ス

マ
イ
ヤ
ー
の
議
論
を
前
提
と
す
れ
ば
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
ら
の
議
論
を
次
の
よ
う
に
読
み
解
-
こ
と
が
で
き
よ
う
ー

ア
メ
リ
カ
の
秩
序
は
'
人
々
が
､
こ
の
社
会
的
配
置
内
の
存
在
と
し
て
､
各
人
に
課
さ
れ
た
行
動
律
に
則
っ
た
振
る
舞
い
を
す
る
こ
と

で
成
立
す
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
行
動
律
を
理
解
し
て
い
な
い
者
や
､
あ
え
て
そ
れ
を
犯
す
者
を
放
置
す
れ
ば
､
秩
序
は
創
出
さ
れ
え
な

い
の
で
あ
る
｡
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
が
､
ア
メ
リ
カ
の
社
会
的
枠
組
の
う
ち
で
､
み
ず
か
ら
に
固
有
の
文
化
的
出
自
を
誼
歌
し
て
い
る
の
で

349(72-2-51)



論 説

あ
れ
ば
､
問
題
は
な
い
｡
し
か
し
'
彼
ら
は
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
を
第

1
義
と
と
ら
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
彼
ら
に
と
っ
て

の

｢固
有
の
場
所
お
よ
び
固
有
の
歴
史
を
と
も
な
う
､
よ
り
大
き
な
集
合
体
｣
と
は
､
ア
メ
リ
カ
国
民
で
は
な
-
､
あ
-
ま
で
ヒ
ス
パ

ニ
ッ
ク
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
な
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
姿
勢
は
､
｢多
様
性
｣
を
保
障
す
る
ア
メ
リ
カ
の
秩
序
そ
れ
自
体
を
揺
る

が
し
て
い
る
｡
ア
メ
リ
カ
は
､
｢見
え
な
い
も
の
に
首
尾

一
貫
性
を
与
え
る
意
味
の
次
元
｣
を
失
い
つ
つ
あ
り
､
社
会
は
エ
ス
ニ
ッ
ク

集
団
の
寄
せ
集
め
へ
と

｢断
片
化
｣
し
っ
つ
あ
る
｡
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
姿
勢
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
､
ア
メ
リ
カ
と
い
う

｢
日
常
世

界
｣
は
崩
壊
を
免
れ
な
い
｡

(72←2-52)350

む
す
び
に
か
え
て

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
､
論
争
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
と
い
う
用
語
は
'
ふ
た
つ
の
相
反
す
る
価
値
づ
け

を
施
さ
れ
て
い
る
｡
ひ
と
つ
は
'
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
の
流
入
を
危
倶
す
る
議
論
を
'
批
判
す
る
表
現
と
し
て
の

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣

で
あ
る
｡
ア
メ
リ
カ
の
文
化
的
豊
穣
さ
の
源
泉
を
国
民
の

｢多
様
性
｣
と
と
ら
え
る
論
者
に
と
っ
て
､
現
代
に

｢再
燃
｣
し
た

｢移
民
警
戒

論
｣
は
､
打
破
す
べ
き
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
｡
こ
の
文
脈
に
お
け
る

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
は
､
｢多
文
化
国
家
ア
メ
リ
カ
の
ス

テ
ィ
グ
マ
｣
に
は
か
な
ら
な
い
｡
も
う
ひ
と
つ
は
､
｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

･
パ
ワ
ー
｣
の
台
頭
に
よ
っ
て

｢深
刻
化
｣
す
る
ア
メ
リ
カ
国
民
の

間
の

｢断
層
｣
を
解
消
す
る
た
め
の
､
ひ
と
つ
の
方
策
と
し
て
の

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
で
あ
る
｡
｢結
合
の
粁
｣
の

｢消
失
｣
を
憂
え

る
論
者
に
と
っ
て
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
を
'
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
と
い
う

｢
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
｣
か
ら
掬
い
あ
げ
'

1
個
人
と
し
て
ア
メ
リ
カ

の
正
当
な
社
会
的
関
係
の
う
ち
に
取
り
込
み
'
ア
メ
リ
カ
が

｢
日
常
世
界
｣
と
し
て
の
地
位
を
回
復
す
る
こ
と
は
､
火
急
の
課
題
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
'
ふ
た
つ
の

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
理
解
は
､
根
本
的
に
は
､
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

｢動
揺
｣
し
て
い
る

今
日
に
お
い
て
､
い
か
に
し
て
そ
れ
を
再
構
成
す
る
か
､
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
サ
ン
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チ
ェ
ス
ら
に
よ
れ
ば
､
｢単

一
の
支
配
的
文
化
｣
を
前
提
と
す
る
従
来
の

｢
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
理
解
は
､
｢集
団
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
を
意
識
的

･
無
意
識
的
に
差
別
し
抑
圧
す
る
こ
と
で
'
成
り
立

っ
て
き
た
｡
し
か
し
い
ま
や
､
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
お
り
､
国
民
の
実
態
に
て
ら
し
て
､
よ
り
多
元
的
な
も
の
と
し
て
'
再
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
う

し
た
見
解
を
支
え
て
い
る
の
は
､
ア
メ
リ
カ
国
民
を
､
さ
ま
ざ
ま
な

｢集
団
｣
か
ら
な
る
集
合
体
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
､
｢多
文
化

主
義
｣
の
議
論
で
あ
ろ
う
｡

1
万
､
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
ら
に
よ
れ
ば
､
ア
メ
リ
カ
国
民
の

｢多
様
性
｣
は
も
ち
ろ
ん
認
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
が
､
｢多
様
性
｣
の
維
持
が
自
己
目
的
化
す
れ
ば
､
ア
メ
リ
カ
国
民
は

｢分
裂
｣
し

｢断
片
化
｣
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
｡
そ
れ

を
回
避
す
る
た
め
に
は
､
｢
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
が

｢集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
に
優
越
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
､

改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
と
い
う
の
も
､
ア
メ
リ
カ
国
民
は
､
あ
-
ま
で
､
｢自
由
｣
｢平
等
｣
と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的

理
念
を
共
有
す
る

｢個
人
｣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
集
合
体
だ
か
ら
で
あ
る
｡

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
再
燃
｣
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
し
て
い
え
ば
､
そ
こ
で
根
源
的
に
争
わ
れ
て
い
る
の
は
､

古
矢
の
い
う
よ
う
な

｢文
化
資
本
の
み
な
ら
ず
経
済
資
本
-
-
そ
し
て
そ
れ
ら
の
資
本
の
配
分
に
あ
ず
か
る
政
治
権
力
｣
で
は
な
い
､
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
｢
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
に
相
反
す
る
価
値
づ
け
を
す
る
人
々
は
､
双
方
と
も
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
を
､
ア
メ
リ

カ
史
に
お
い
て
断
続
的
に
繰
り
か
え
さ
れ
る
政
治
社
会
現
象
と
位
置
づ
け
､
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
民
国
家
の
存
続
や
ア
メ
リ
カ
人
の
心
性
に

関
わ
る
問
題
と
し
て
考
察
し
て
い
る
｡
そ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
､
古
矢
の
図
式
で
は
､
論
争
の
射
程
を
､
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
｡
論
者
た
ち
は
､
ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
'
異
な
る
意
見
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
り
､
さ

い
つ

ら
に
い
え
ば
､
｢多
文
化
国
家
ア
メ
リ
カ
｣
に
お
い
て

｢
〓

な
る
も
の
を
ど
う
や
っ
て
構
築
す
る
の
か
に
つ
い
て
､
異
な
る
考
え
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
国
民
統
合
の
単
位
と
し
て
､
｢人
種
｣
や

｢
エ
ス
ニ
ッ
ク
｣
と
い
っ
た

｢集
団
｣

を
認
め
る
の
か
､
あ
る
い
は
'
あ
-
ま
で

｢個
人
｣
を
単
位
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
､
争

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

ア
メ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
と
し
て
'
将
来
的
に
ど
ち
ら
が
よ
り
多
-
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
､
容

351(72-2-53)



論 説

易
に
は
判
断
し
が
た
い
｡
た
だ
'
今
日
に
お
け
る
問
題
は
'
ア
メ
リ
カ
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
の

｢多
様
性
｣
を
強
調
し
て
き

た
ハ
イ
ア
ム
が
､

一
九
九
七
年
に
は
次
の
よ
う
な
危
供
の
念
を
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
､
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
-

｢
こ
こ
三

〇
年
間
の
あ
い
だ
に
､
国
民
形
成

(nation
･buitding
)
と
い
う
テ
ー
マ
は
､
歴
史
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
･･･-

民
族
的
､
人
種
的
､
個
別
的
な
忠
誠
心

(to
y
alties)
を
ど
う
確
立
す
る
か
と
い
う
問
題
と
同
じ
-
ら
い
､
国
民
的
で
普
遍
的
な
忠
誠
心
を

(59
)

ど
う
確
立
す
る
か
と
い
う
問
題
を
'
わ
れ
わ
れ
は
真
剣
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
｣
｡
つ
ま
り
'
｢多
文
化
主
義
｣
は
､
｢多
様
性
｣
を
担

保
す
る
枠
組
に
つ
い
て
'
十
分
考
察
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
た
し
か
に

｢多
文
化
主
義
｣
の
議
論
に
お
い
て
は
'
｢集
団
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｣
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の

｢個
性
的
｣
な
集
団
を
包
含
す
る
全
体
に
つ
い
て
の
配
慮
は
､
相
対

的
に
み
て
乏
し
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
そ
の
こ
と
が
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
の
流
入
を
危
倶
す
る
諸
議
論
を
喚
起
し
､
そ
れ
に
た
い
す

る
世
論
の
少
な
か
ら
ぬ
支
持
を
う
む

一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
､
想
像
す
る
に
難
-
な
い
｡

以
上
､
現
代
に
お
け
る

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
再
燃
｣
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
を
整
理
し
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
と
い
う
表
現
が
包

摂
す
る
ふ
た
つ
の
概
念
を
確
認
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
に
か
ん
し
て
は
､

一
応
の
結
論
は
み
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
理
解

の
妥
当
性
､
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
包
含
す
る
ア
メ
リ
カ
人
像
の
将
来
性
に
か
ん
し
て
は
､
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
り
'
今
後
の
社
会
状
況
を

注
視
し
な
が
ら
､
慎
重
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
う
し
た
作
業
と
は
別
に
､
歴
史
概
念
と
し
て
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
再
考
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
現
代
に
お
け
る
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
理
解
の
相
違
が
､

一
九
世
紀
の
ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
台
頭
や
､
二
〇
世
紀
初

頭
の
ク
ー
･
ク
ラ
ッ
ク
ス
･
ク
ラ
ン

(K
u

K
lux
K
lan)
勃
興
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
歴
史
認
識
の
相
違
に
対
応
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
歴
史
概
念
と
し
て
の
そ
れ
を
精
微
化
す
る
こ
と
は
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
｡
最
初
に
取
り
組
む
べ
き
は
､
ネ
イ

テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
自
身
の
言
論
を
丁
寧
に
追
い
､
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
現
在
の
ア
メ
リ
カ
を
考
え
な
お
す
た
め
の
基
礎
的
作
業

で
も
あ
る
｡
紙
幅
の
制
約
上
､
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
｡

(72-2-54)352
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(-
)

こ
こ
で
い
う

｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
｣
は
'
行
政
管
理
予
算
局

(O
ffice
o
f
M
an
agem
ent
and
B

udget,O
M
B
)
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
い
る
｡
行

政
管
理
予
算
局

(O
M
B
)
に
よ
れ
ば
､
｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
｣
も
し
-
は

｢
ラ
テ
ィ
ー
ノ
｣
と
は
､
｢人
種

に
関
係
な
-
､
キ
ュ
ー
バ
や
､
メ
キ
シ
コ
､
プ

エ
ル
ト

･
リ
コ
､
南
ア
メ
リ
カ
'
中
央
ア
メ
リ
カ
､
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
ス
ペ
イ
ン
の
文
化
や
出
自

(o
rig
in
)
を
も
つ
人
々
｣
の
こ
と
を
指
す
用
語

で
あ
る
｡
詳
し
-
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
｡
U
_S
.C
ensus
B
u
reau,O
veruieu)
of
R
ace
and
H
i*
anic
O
n.ginJ
2000J
C
ensus
2000
B
rief
,

p
.
tO.
h
ttp
‥＼
＼
w
w
w
IC
e
n
S
u
S
.g
O
V
J
p
r
O
d
＼
2
00
tp
u
bs
＼
C
2
k
br
Ot
J
.p
d
f

(2
)

二

〇
〇

〇
年

の
セ

ン

サ
ス
に

よ
れ
ば
､
総
人

口

に
し

め
る

ヒ
ス
パ

ニ
ッ
ク
の
割
合
は
､

〓

1
･
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
'
｢黒
人
｣
(B
tack
or

A
fric
an
A
m
eric
a
n
)
の
二

一
二

パ
ー
セ
ン
ト
を
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
上
ま
わ
る
結
果
と
な
っ
た
｡
た
だ
し
､
厳
密
に
い
え
ば
､
セ
ン
サ
ス
に
お

い

て
､
｢
黒
人
｣
は
人
種
概
念
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
､
｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
｣
は
そ
う
で
は
な
い
た
め
､
こ
の
数
字
を
も
っ
て
単
純
に
'
｢
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
人

口
｣
が

｢黒
人
人
口
｣
を
上
ま
わ
っ
た
､
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
cf.L
b
id.

(3
)

さ
き
に
お
こ
な
わ
れ
た
大
統
領
選
挙
の
選
挙
活
動
に
お
い
て
は
､
民
主
･共
和
両
党
と
も
､
ス
ペ
イ
ン
語
の
テ
レ
ビ
･
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
作
成
し
､
ケ

リ
ー
､
ブ
ッ
シ
ュ
両
大
統
領
候
補
に
は
､
ス
ペ
イ
ン
語
で
演
説
を
お
こ
な
わ
せ
る
な
ど
､
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
取
り
込
み
に
必
死
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
さ
ま

ざ
ま
な
企
業
も
'
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
に
注
目
し
て
お
り
､
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
広
告
や
､
彼
ら
の
噂
好
に
あ
わ
せ
た
商
品
開
発
な
ど
も

盛
ん
で
あ
る
｡

(4
)

N
e

u
)

Y
o
77k

T

i
m

es,
3
0
ct.
)997.

(5
)

Pe
t

e
r
B
ri
m
e
to
w
.
A
lie
n
N

ation
J

C
o
m
m

on
Sense
ab
o
u
t
A
m
e
n.ca's
I

m
m
ig
ra
tio
n

D
is
aste
r

(N
ew
Y
ork
)H
a
rp
e
r
P
eren
n
ial
.

)
9
9
5
)
,

p
.)2
1

(6
)

i
b

i
d
.〉p
.13
.

(7
)

た
と
え
ば
､

n
a
tiv
ism
を

｢排
外
主
義
｣
と
邦
訳
す
る
古
矢
旬
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
は

｢
l
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
内
在
す
る
排
除
の
論
理
｣

で
あ
り
'
｢
二
〇
世
紀
の
前
半
の
五
〇
年
-
-
の
間
に
､
過
激
な
排
外
主
義
は
周
辺
化
さ
れ
｣
た
と
い
う
｡
彼
は
ま
た

｢近
年
'
ア
メ
リ
カ
の
民
族
的
多

元
性
が
確
認
さ
れ
る
の
に
伴
い
､
排
外
主
義
の
影
響
力
も
漸
減
し
っ
つ
あ
る
｣
と
も
述
べ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
古
矢
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
､
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
と
は
'
移
民
の
も
た
ら
す

｢民
族
的
多
元
性
｣
を
否
定
す
る
思
想
で
あ
り
､
そ
う
し
た
思
想
に
さ
さ
え
ら
れ
た
運
動
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

彼
が
､
｢排
外
主
義
｣
の
顕
著
な
事
例
と
し
て
'
反
黒
人

･
反
ユ
ダ
ヤ
人
を
標
樺
す
る
ク
ー
･
ク
ラ
ッ
ク
ス
･
ク
ラ
ン

(K
u
K
tu
x
K
ta
n
)
を
あ
げ
､
同

団
体
が
勢
力
を
ふ
る
っ
た

一
九
二
〇
年
代
を
説
明
す
る
に
さ
い
し
て
､
｢非
和
解
的

『民
族
対
立
』
さ
ら
に
は

『民
族
浄
化
』
｣
が
現
実
化
す
る
可
能
性
も

あ
っ
た
時
代
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
､
古
矢
は
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
､
｢多
様
性
｣
や

｢多
元
性
｣
と
相
容
れ
な
い
思
想
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
う
し
た
解
釈
は
､
た
し
か
に
､
本
文
で
引
用
し
た
N
eu
J
Y
o
y:A

T
im
es
紙
の
記
事
を
理
解
す
る
に
は
有
効
な
の
で
あ
る

が
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
の
議
論
を
読
み
解
-
う
え
で
は
､
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
古
矢
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
理
解
に
関
し
て
は
､
古
矢
旬

『
ア
メ

353(72-2-55)



論 説

リ
カ
ニ
ズ
ム
ー

｢普
遍
国
家
｣
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
(東
京
大
学
出
版
会
'
二
〇
〇
二
年
)
｢第

三
早
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
｣
､
ま
た
彼
が

｢排
外
主
義
｣

の
項
目
の
執
筆
を
担
当
し
た
斎
藤
真

･
金
関
寿
夫

･
亀
井
俊
介

･
岡
田
泰
男
監
修

『ア
メ
リ
カ
を
知
る
事
典
』
(平
凡
社
､

一
九
九
四
年
)
を
参
照
の
こ

と
｡

(8
)

古
矢
､
前
掲
書
､
二
〇
五
貢
｡
古
矢
は
'
も
う

一
つ
の
要
因
と
し
て
､
｢集
団
間
関
係
の
社
会
文
化
的
な
状
況
｣
を
あ
げ
て
い
る
｡

(9
)

こ
う
し
た
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
､
遠
藤
寮
生

｢多
文
化
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
過
去
｣
油
井
大
三
郎

･
遠
藤
寮
生
編

『多
文
化
主
義
の
ア
メ
リ
カ

ー

揺
ら
ぐ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』

(東
京
大
学
出
版
会
'

一
九
九
九
年
)
を
参
照
の
こ
と
｡
こ
の
論
文
に
お
い
て
'
遠
藤
は
'
思
想
史

家
ホ
リ
ン
ジ
ャ
ー

(D
a5.d
A
.
H
o
亡
in
g
er)
の
多
元
論
'
す
な
わ
ち
'
ア
メ
リ
カ
を
､
｢脱
エ
ス
ニ
ッ
ク
｣
(p
osteth
nic
)
で
､
多
層
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
人
間
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
社
会
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
議
論
を
紹
介
し
て
い
る
｡
た
だ
し
､
の
ち
に
言
及
す
る
サ
ン
チ
ェ
ス
は
､

ホ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の
議
論
を
､
白
人
を
中
心
と
す
る

｢人
種
的
か
つ
階
級
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
｣
を
固
定
化
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
､
痛
烈
に
批
判

し
て
い
る
｡
ホ
リ
ン
ジ
ャ
ー
に
た
い
す
る
サ
ン
チ
ェ
ス
の
批
判
に
関
し
て
は
､
c
f.
G
e
o
rg
e
J
.
S
anchez㌦
C
re
a
ting
the
M
u
lticu
ttural
N
ation
‥

A
d
v
entures
in
P
o
st･N
a
tio
nalist
A
m
eric
an
S
tud
ies
in
the
t99
0S_'
J
ohn
C
arlo
s
R
o
w
e,
ed.,P
ost･N
a
tio
n
a
list
A
m
e
nrcan
Stu
d
ies

(B

erketey,U
niv
ersity
o
f
C
al
ifo
rn
ia
Pres

s,
20
00).p
p
.53
･5
4.

(10
)

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
多
文
化
主
義
論
争
の
社会

的
背
景
に
つ
い
て
は
､
油
井
大
三
郎
が

『多
文
化
主
義
の
ア
メ
リ
カ
』
に
寄
せ
た
序
文
に
も
､
簡
潔

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
油
井
大
三
郎

｢
い
ま
'
な
ぜ
多
文
化
主
義
論
争
な
の
か
｣
油
井

･
遠
藤
編
､
前
掲
書
'
三
･
七
頁
｡

(E
)

J
a
c
k
C
itrin,Ern
st
B
.
H
aa
s,
C
hristo
p
her
C
.M
uste,B
eth
R
eingotd
,.ts
A
m
eric
an
N
atio
n
a
tis
m
C
han
gi
ng
?

tm
p
lic
a
tio
n
s
fo
r

F
ore
ig
n
P
o
lic
y
.,
International
S
tu
d
ies
Q
u
a
rterly
,
38
(M
a
rch
t9
94).p
p
.3
･
5
.

(S
)

も
っ
と
も
象
徴
的
な
の
は
'
l九
六
三
年
に
マ
ー
テ
ィ
ン
･
ル
ー
サ
ー
･
キ
ン
グ

(M
artin
L
uther
K
ing)
の
お
こ
な
っ
た
名
高
い
演
説

｢私
に

は
夢
が
あ
る
｣
で
あ
ろ
う
｡
笹
田
直
人

･
堀
真
理
子

･
外
岡
尚
美
編

『概
説
ア
メ
リ
カ
文
化
史
』
(ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房
､
二
〇
〇
二
年
)､
九
貢
｡

(13
)

森
茂
岳
雄

｢
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
教
育
に
お
け
る
国
民
統
合
と
多
文
化
主
義
｣
油
井

･
遠
藤
編
､
前
掲
書
'

一
七
〇
頁
｡

(14
)

古
矢
､
前
掲
書
､

一
八
三
頁
｡

(15
)

古
矢
'
前
掲
書
､

一
九
三
頁
｡

(16
)

州
民
投
票
の
結
果
は
'
c
f.u
P
.
1
.
M
cD
onnett,
'P
rop
.
)87
W
in
S
p
ottigh
t
V
o
tin
g
D
isp
a
rity
＼
Los
A
n
g
eles
T
im
es,
tO
N
ov･
1994.

ま
た
､
二
〇
〇
四
年
に
は
'
メ
キ
シ
コ
と
国
境
を
接
す
る
ア
リ
ゾ
ナ
州
に
お
い
て
'
非
合
法
移
民
へ
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
停
止
を
内
容
と
す
る
法
律
を
制
定

し
ょ
う
と
い
う
動
き
が
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
た
め
､
｢帰
っ
て
き
た
住
民
提
案

一
八
七
｣
(P
ro
p
ositio
n
t
87
red
u
x
)
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
.

T
a
m
a
r
Jacoby,.A
n
ti･Im
m
ig
rant
F
ever
in
A
rizon
a:
A

ba
llo
t
in
itia
tiv
e
there
re
c
al
ls
C
a
lifo
rnia's
tra
u
m
a
tic
P
ro
p
.
18
7
figh
tj

L
os
A
n
ge
ls

Ti
m

es.
12
Ju
ty
.
2004.
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B
rim
e
to
w
,
ib
id
.,
p
.x
ix
.

ブ
リ
メ
ロ
ー
の
政
策
提
言
に

関
し
て
は
､
cf.,
ib
id
.,
C
h
1
4.

P
a
trick
l
.
B
u
ch
a
n
a
n
,
T
h
e
D
ea
th
of
th
e
W
estJ
H
ow
L
b,in
g
P
op
u
la
tion
s
a
n
d
Zm
m
ig
71a
n
t
Zn
uaSion
s
Zm
p
eri1
0
u
r
C
ou
n
t73,
a
nd

ciyiliza
tion
(N
ew

Y
o
rk
)T
h
o
m
a
s
D
u
n
n
B
o
o
k
s,
200
2),
p
.3.
〔宮
崎
哲
哉
監
訳

『病
む
ア
メ
リ
カ
'
滅
び
ゆ
-
西
洋
』
(成
甲
書
房
'
二
〇
〇
二

年
)

'一
八
頁
〕
以
下
､

欧
語
著
作
･論
文
で
邦
訳
が
あ
る
も
の
を
訳
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
う
邦
訳
を
参
考
に
し
つ
つ
､
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
関
し

て
は
､
適
宜
､
筆
者
が
訳
を
改
め
て
い
る
｡
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a
n
a
n
,
ib
id
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ch
.6.
〔邦
訳
､
第
六
章
〕｡
第
六
章

｢国
土
回
復
運
動
｣
(L
a
R
ec
o
n
q
u
ista
)
の
冒
頭
に
は
､
メ
キ
シ
コ
の
新
聞
E
xcelsior

紙
の
言
葉
-

｢
ア
メ
リ
カ
南
西
部
は
､

一
発
の
銃
弾
も
放
た
れ
る
こ
と
な
く

再
び
メ
キ
シ
コ
の
支
配
圏
と
な
り
つ
つ
あ
る
｣
が
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
'
テ
キ
サ
ス
併
合

(
一
八
四
五
年
)
と
'
グ
ア
ダ
ル
ペ
･
イ
ダ
ル
ゴ
条
約

(
一
八
四
八
年
)
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
領
土
と
な
っ
た
南
西
部

に
お
い
て
､
メ
キ
シ
コ
系
移
民
の
影
響
力
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
さ
し
て
'
メ
キ
シ
コ
人
に
よ
る

｢国
土
回
復
運
動
｣
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(21
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留
重
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監
訳

『ア
メ
リ
カ
の
分
琴
･-
-
多
元
文
化
社
会
に
つ
い
て
の
所
見
』
(岩
波

書
店
'

一
九
九
二
年
)〕｡
た
だ
し
'
邦
訳
は
'
W
h
ittte
D
irect
B
o
o
k
s
か
ら

1
九
九

l
年
に
出
版
さ
れ
た
初
版
を
底
本
と
し
て
い
る
｡
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ョ
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英
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ョ
ナ
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イ
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(33
)

既
述
の
よ
う
に
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
は
､
移
民
を
議
論
の
対
象
に
し
た
だ
け
で
移
民
差
別
論
者
と
し
て
非
難
さ
れ
る
と
､
憤
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
｡
プ

キ
ャ
ナ
ン
も
､
｢政
治
的
公
正
の
号
令
に
よ
り
､
移
民
問
題
は
口
に
し
て
は
い
け
な
い
｣
こ
と
に
な
っ
て
お
り
'
｢
こ
れ
ほ
ど
異
な
る
人
種
､
文
化
､
文
明

を
受
け
入
れ
て
い
る
国
は
世
界
中
で
ア
メ
リ
カ
だ
け
だ
な
ど
と
言
う
や
つ
は

『ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
』
か

『外
人
嫌
い
』｣
と
頭
ご
な
し
に
決
め
つ
け
ら

れ
て
し
ま
う
と
不
平
を
述
べ
て
い
る
｡
B
u
ch
an
an
,
ib
id
.,
p
.)33.
〔邦
訳
'

1
八
二
貢
〕

(A
)

G
eor

ge
J
.
S
a
n
ch
ez,'F
ace
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e
N
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n
:
R
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e
R
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o
f
N
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sm
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te
T
w
en
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C
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A
m
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c

a
j

Zn
tern
a
ti

o
n
a
l
M
ig
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tio
n
Re
view.3
T
4

()99
7),p
.10
)3
.
(村
田
勝
幸
訳

｢ネ
イ
シ
ョ
ン
の
相
貌
-

人
種
､
移
民
'
二
〇
世
紀
末

ア
メ

リ
カ
に

お

け
る
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

の台
頭
｣

『思想
』
九
三

1

(岩
波
書
店
､
二
〇
〇
l
年

二

月
)'
三
八
･

三
九
貢
〕

(3
)

ib
id
.】p
.)
0
2
1
.

〔邦
訳
'
四
八
貢
〕

(
36
)

EF
ace
th
e
N

a
t
ion'
に
お
け
る
サ
ン
チ
ェ
ス
の
考
察
の
力
点
は
'
今
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
､
｢新
た
な
人
種
主
義
｣
と
､
｢新
来
の
移
民
に
た

い
す
る
伝
統
的
な
敵
意
｣
で
あ
る
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
が
'
い
か
に

｢絡
み
合
っ
て
い
る
｣

(intertw
in
e
)
の
か
を
説
き
明
か
し
､
現
代
の
ネ
イ

テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を

｢人
種
化
さ
れ
た
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣

(rac
ia
lize
d

n
a
tiv
i.s
m
)
と
位
置
づ
け
'
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
.

ib
i
d
.,

p
1
0
0
9
.

(72-2-58)356

39 38 37

ib

id
"p

.)
0
2
)
.

ibid
.

そ
う

し
た

｢リ
ベ
ラ
ル
｣
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
'
サ
ン
チ
ェ
ス
が
本
論
文
の
な
か
で
言
及
し
て
い
る
の
は
'
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
､
シ
ン

ク
タ
ン
ク

｢
ニ
ュ
ー
ア
メ
リ
カ
ン
･
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
財
団
｣

(N
ew

A

m
eric
a
n

Century
F
o
u
n
d
a
tio
n
)
の
主
任
研
究
員
で
も
あ
る
リ
ン
ド

(M
i･

ch
a
e
】
L
in
d
)
だ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
､
本
論
文
を
邦
訳
し
た
村
田
が

｢訳
者
解
題
｣
に
お
い
て
名
前
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
'
サ
ン
チ
ェ
ス
が
､
批
判

す
べ
き

｢リ
ベ
ラ
ル
｣
の
ひ
と
り
と
し
て
､
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
の
存
在
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
実
際
､
下
記
の
論
文
で
は

シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
-
二
世
の
言
論
を
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
｡
c
f.,
S
a
nchez,'C
rea
t
ing
the
M
u
lticuttura)
N
a
tio
n
'.

(40
)

s
a
nchez,LF
ace
the
N
atio
n
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p

p
.)
02
4
･)025
.
(邦
訳
､

五
〇
I
五

二
頁
〕

(S
)

ヒ
ス
パ

ニ
ッ
ク
移
民

と
､
彼
ら
の
｢

送
り
出
し
国
｣
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
す
る
の
は
､
｢自
称
リ
ベ
ラ
ル
｣
だ
け
で
は
な
い
.
註
20
で
触
れ
た

よ
う
に
､
｢保
守
派
｣
で
あ
る
ブ
キ
ヤ
ナ
ン
も
､
ア
メ
リ
カ
南
西
部
に
お
け
る
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
移
民
の
急
増
を
､
｢国
土
回
復
運
動
｣
と
表
現
し
､
移
民
と

外
国

(メ
キ
シ
コ
)
と
の
つ
な
が
り
を
危
倶
し
て
い
る
｡

(42
)

ハ
イ
ア
ム
は
､
著
書

S
t
ymigen
i
n
the
Land
の
冒
頭
で
､
執
筆
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
-

｢本
書
は

〔ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト

と
い
う
〕
変
わ
り
者
た
ち

(cra
ckp
o
ts)
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
確
か
に
'
〔ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
運
動
の
な
か
に
〕
変
わ
り
者
た
ち
は
含
ま
れ
て

は
い
た
け
れ
ど
も
.
本
書
で
論
じ
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
人
々
な
の
で
あ
る
O
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
い
う
思
考
習
慣

(n
a
tivism
as
a
h
a
bit
o
f



｢ネイテイヴイズムの再燃｣論争をめぐって (山中)

m
ind
)

は
'
ア
メ
リ
カ
の
過
去
が
描
い
た
'
い
-
つ
か
の
大
き
な
う
ね
り

(So
m
e
o
f
th
e
la
rg
e
c
ontou
rs
o
f
th
e
A
m
eric
an
p
a
st)
を
陰
轡
に
照

ら
し
出
す
｡
そ
れ
は
､
わ
れ
わ
れ

〔ア
メ
リ
カ
人
〕
の
国
民
的
不
安

(o
ur
n
ation
a
t
a
n
x
ie
tie
s)
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
､
わ
れ

わ
れ
の
寛
容
さ

の
限
界
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｣
｡
つ
ま
り
ハ
イ
ア
ム
は
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
を
､
｢よ
そ
者
｣
(stra
n
g
e
rs)
を
や
み
-
も
に
嫌
悪
す
る
'

一
部
の

｢変
わ
り
者
｣
に
よ
る
運
動
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
-
､
時
に

｢
よ
そ
者
｣
の
存
在
に
過
敏
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
'
ア
メ
リ
カ
特
有
の
社

会
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
前
提
に
た
っ
て
､
彼
は
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
本
文
中
の
引
用
の
よ
う
に
定
義
し
､
次
の
よ
う
に
述

べ
た
-

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
敵
悔
心
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
は
､
少
数
派
が
あ
た
え
る
刺
激
の
性
質

(Ch
aracter
o
f
m
in
o
rityirritants)
や

時
代
状
況
に
応
じ
て
､
大
き
-
変
動
し
う
る
L
t
事
実
変
動
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
敵
意
を
貫
い
て
'
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
､

〔人
々
を
〕
結
び
つ
け
､
突
き
動
か
す
力
が
流
れ
て
い
る
｡
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
文
化
的
嫌
悪
感
や
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
依
拠
し
な
が
ら
､
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
は
'
そ
う
し
た
反
感
を
､
ア
メ
リ
カ
的
生
活
様
式
に
た
い
す
る
敵
を
滅
ぼ
そ
う
と
い
う
熱
情
へ
と
､
転
換
す
る
の
で
あ
る
｣
｡
こ
の
よ
う
に
ハ

イ
ア
ム
は
'
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
し
て
表
出
す
る

｢外
国
人
嫌
い
｣
(a
n
ti
･foreig
n
sp
irit)
の
核
心
部
分
に
､
｢近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
｣
の
存
在

を
見
出
す
の
で
あ
る
｡
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n
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遠
藤
泰
生
は
'
前
掲
論
文

｢多
文
化
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
過
去
｣
(油
井

･
遠
藤
編
'
前
掲
書
)
に
お
い
て
､
標
語
の
読
み
直
し
作
業
の
例
と
し
て
､

思
想
史
家
ホ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の
多
元
論
を
紹
介
し
て
い
る
｡
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M
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N
a
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と
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u
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視
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チ

･
分
野

･
方
法
を
組
み
合
わ
さ
る
｣
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こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
､
｢多
機
能
な
｣
(m
u
】tifu
nction
)
道
具
は

｢数
多
-
の
機
能
を
あ
わ
せ
持

つ
｣
こ
と
に
よ
っ
て
重
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
各
項

目
の
説
明
は
'
O
xfo
yd
E
n
g
lish
D
ic
tio
n
a
Py
よ
り
引
用
｡

(E3
)

現
代
の

｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
の
企
図
が
､
究
極
的
に
は
､
白
人
男
性
を
中
心
と
す
る
既
存
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う

サ
ン
チ
ェ
ス
の
指
摘
は
非
常
に
鋭
い
も
の
で
あ
り
､
｢ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
｣
の
言
説
が
は
ら
む
権
力
性
に
は
十
分
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
｡
サ
ン

チ
ェ
ス
は
､
｢白
か
黒
か
の
二
分
法
｣
(th
e
w
h
ite･b
Hack
p
arad
ig
m
o
f
race)
と
い
う
概
念
を
提
起
し
､
白
人
の
人
種
主
義
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る
人
種
主
義
批
判
が
'
逆
説
的
に
も
'
現
代

の
｢人
種
主
義
的
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｣
の
台
頭
を
招
い
て
い
る
と
批
判
し

て
い
る
｡
c
f.,
S
a
n
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ez,'F
ace
th
e
N
a
tion',p
.)025.
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訳
､
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頁
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『ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
世
俗
性
と
宗
教
性
』
(玉
川
大
学
出
版
部
､

一
九
九
五
年
)
､
四
七
頁
〕
ユ
ル

ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
は
､
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
の
ほ
か
に
も
､
ギ
ー
ア
ツ

(C
】iffo
rd
G
eertz)
や
ギ
デ
ン
ズ

(A
ntho
n
y
G
id
d
e
ns)
ら
の
議
論
に
の
っ
と
っ

て
､
み
ず
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
概
念
を
つ
-
り
あ
げ
て
い
る
｡
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ブ
リ
メ
ロ
ー
の
言
う
と
お
り
､
ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
は
反
奴
隷
制
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
O
こ
の
点
は
､
も
っ
と
注
目

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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も
ち
ろ
ん
､
ブ
リ
メ
ロ
ー
の
解
釈
が
ど
れ
ほ
ど
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
､
独
自
に
詳
細
な
分
析
と
検
討
を
加
え
､
判
断
を
-
だ

す
必
要
が
あ
る
｡
移
民
を

｢国
民
化
す
る
こ
と
｣
と
は
い
っ
て
も
､
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
企
図
が
､
自
分
た
ち
と
寸
分
た
が
わ
ぬ
資
格
を
も
つ

｢国

民
｣
と
し
て
移
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
か
､
あ
る
い
は
､
移
民
を
い
わ
ば

｢準
国
民
｣
や

｢
二
流
市
民
｣
と
し
て
既
存
の
権
力
関
係
の
う
ち
に

取
り
込
む
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
は
､
注
意
深
-
識
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
'
ブ
リ
メ
ロ
ー
は

｢
〔ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
祖
と
で
も
い
う
べ
き
〕

ノ
ー
･
ナ
ッ
シ
ン
グ
党
は
､
決
し
て
無
知
な
暴
徒
の
集
ま
り
で
は
な
か
っ
た
｣
と
述
べ
て
い
る
が
'
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
に
は
､
つ
ね
に
'
移
民

に
向
け
ら
れ
た
暴
力
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
､
そ
の
点
は
決
し
て
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
｡
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は
'
1
九
九

一
年

に
出
版
さ
れ
た
初
版
を
底
本
と
し
て
い
る
た
め
､
該
当
箇
所
は
な
い
)
.
ハ
イ
ア
ム
が
こ
う
し

た
危
倶
を
表
明
し
た
の
は
､

一
九
九
七
年
が
初
め
て
で
は
な
い
｡

l
九
九
三
年
に
著
書
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『自
由
の
女
神
の
も
と
へ
』
が
出
版
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
､
彼
は

｢日
本
語
版

へ
の
覚
え
書
き
｣
を
寄
せ
て
い
る
が
､
そ
こ
で
も
､
｢多
様

性

｣
と

同
時
に
､
｢国
民
統
合
｣
の
問
題
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
｡
斎
藤
県

･
阿
部
膏

･
古
矢
旬
訳
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由
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神
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も
と
へ
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