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国
際
化
時
代
に
お
け
る
問
人
主
義
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性

朴

容

九

〈
要
旨
〉

国
際
化

の
進

展
に
よ
り

日
本
人

の
対
外

国
文
化
及
び
外

国
人
と

の
接
触
が
急
増

す
る

と
、
「
(
欧
米

人
に
対
す

る
)

日
本
人
と
は
何

か
?
」
と

い
う

疑
問
が
再
び
起

こ
り
だ
し

た
。

こ
れ
は

国
際
化
時
代

に
適

応
さ
れ
る

日
本
人

の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ
ィ
の
樹

立
を
促

す
刺
激
に
働
き
か
け
た
。

こ
れ

に
当
た

る
た
め

に
日
本
的
集

団
主
義

と
名
づ
け

ら
れ
た

間
人
主
義

(
o
o
馨
Φ
×
-

ε
跳

の日
)
が
主
張
さ

れ
た
。
だ
が
間
人
主
義
論
は
、

日
本
文
化

の
独
自

性
を
強

調
し
過

ぎ
、
異
文
化

(特
に
欧
米
文
化
)
に
対
す
る

「
排
他
性
」
、
人
類
文

明
の
危
機

を
克

服
す

る
た
め

に
優
越

な
日
本
文
化

を
世
界

へ
拡
散

す
べ
き
だ
と

い
う

「
拡
張
性
」
を
帯

び
る

よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら

に
、
日
本
文
化

の
独
自
性

と
優
越
性

ど
を
主
張
す

る
根
拠

が
非

客
観
的
で
あ
り
、
「
作
為
性
」
を
も
呈
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

三

つ
の
側

面
か
ら
間
人

主
義
論
は

旧
本

の
国
際
化
時
代

に
似

合
う
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
性

を
内

包
し
て

い
る

と
い
え

る
。だ

が
、
今
ま

で
出
て

い
る

日
本
文
化
論

の
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
性

の
研
究
に
は
拡
張

性
に

つ
い
て

の
言
及

は
ほ
と
ん
ど
見

え
な
く
、
大
方

、
作

為
性
と
排
他

性
と
に
焦
点
が
合

わ

せ
ら
れ

て
い
る
。
作

為
性
と
排
他

性
と

い
う
枠
組

み
は
、

日
本
が

国
内
的
問
題

に
眼
を

向
け
て

い
た
高
度

経
済
成
長
期

に
お
け
る

日
本

文
化
論

の
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
性

に
対

す
る

分
析

の
枠
組

み
と
し

て
は
有
効

で
あ

っ
た
が

、
国
際

化
時
代

に
お
け
る

日
本
文
化

論
の

持

つ
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
性
を
説

明
す
る

の
に
は

十
分
で
は
な

い
と
思

わ
れ
る
。

日
本

に
お

い
て
国
際
化
時
代

の
文
化
的
意
味

が
欧
米
近
代

文
明

の
限
界
を
強

調
し
、
そ

の
解
決

策

と
し
て

日
本
文
化

を
国
際
化
す

る
と
こ
ろ

に
あ

る
と

い
え
ば

、
日
本
文
化

の
世
界

へ
の

拡
散
と

い
う
拡
張

性
を
抜
き

に
し
て
、
間
人
主
義

論

の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
性
を
明
ら

か
に

す
る
の
は
不
可
能

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
本
文

で
は
作
為

性

・
排
他
性

・
拡

張
性
と

い
う
観

点
か
ら

国
際
化

時

代

の
間

人
主
義
論

の
も

つ
イ
デ

オ
ロ
ギ

ー
性
を
分
析
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

国
際
化
時
代

間
人
主
義
論

作
為
性

排
他
性

拡
張
性
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1

は

じ
め
に

既
に
日
本
で
日
常
語
と
な

っ
て
い
る
国
際
化
と
い
う
言
葉
は
、
大
方
、
三
つ

の
時
期
を

へ
て
そ
の
意
味
が
定
着
さ
れ
た
と
い
え
る
。

第

一
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降

一
九
六
〇
年
代
の
始
め
頃
ま
で
と
し
て
、

(1
)

世
界
の
各
地
域
が
相
変
わ
ら
ず
紛
争
中
で
あ

っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

時
代
像
を
反
映
し
当
時
、
国
際
化
と
い
う
タ
ー
ム
は

「
国
際
的
紛
争
地
域
を
国

際
管
理
の
下
に
置
く
こ
と
に
よ
り
紛
争
を
解
決
す
る
」
と
の
意
味
に
使
わ
れ
た
。

第
二
は
、

一
九
六
〇
年
代
の
始

め
頃
か
ら
大
平
正
芳
元
首
相
が
登
場
し
た

一

(2
)

九
七
〇
年
代
末
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
日
本
が
高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂

げ
、
日
本
経
済
の
国
際
化
が
積
極
的
に
進
ん
だ
時
期
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、

国
際
化
と
い
う
言
葉
は

「資
本
の
自
由
化
、
関
税
の

一
括
引
下
、
貿
易
の
自
由

(3
)

化
」
な
ど
、
ほ
ぼ
経
済
的
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
前
時
期
に
比
べ
て
み

る
と
国
際
化
と
い
う
用
語
が
非
常

に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
領
域
が

経
済
分
野
に
傾
い
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
日
本
が
全
面
的
国
際
化
時
代
に
入

っ
た

と
は
い
え
な
い
。

第
三
は
、
大
平
正
芳
内
閣
以
後

現
在
に
至
る
ま
で
で
あ
る
。
明
治
維
新
以
来
、

た
ゆ
み
な
く
追
求
し
つ
つ
あ

っ
た
経
済
大
国
、
日
本
の
建
設
と
い
う
国
家
目
標

を
達
成
し
た
こ
の
時
期
は
、経
済

の
国
際
化
が
主
と
な
り
な
が
ら
も
大
平
正
芳
、

鈴
木
善
幸
、
中
曾
根
康
弘
元
首
相

の
全
面
的
国
際
化
の
政
策
に
負
わ
れ
、
政
治
、

社
会
、
文
化
、
教
育
な
ど
、
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
か
け
て
国
際
化
が
進
行

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
国
際
化
と
は
、
「
金
と
物
の
国
際
化
」
の
み
な
ら
ず

「
人
と
情
報
の
国
際
化
」
と
の
包
括
的
な
意
味
を
表
す
。
さ
ら
に
国
際
化
の
議

論
も
以
前
の
二
つ
の
時
期
と
比
べ
ら
れ
な
い
ぐ
ら
い
爆
発
的
に
増
加
し
、
名
実

と
も
に
日
本
に
国
際
化
時
代
が
到
来
し
た
と
い
え
る
。

本
文
で
取
り
扱

っ
て
い
る
国
際
化
時
代
と
は
こ
の
時
期
に
当
た
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
時
期
の
国
際
化
の
意
味
合
い
を
よ
り
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
、

国
際
化
時
代
と
い
う
の
は

「
追
い
越
し
型
近
代
化
」
の
段
階
を
意
味
す
る
。
ま

た
、
高
度
経
済
成
長
期
の
国
際
化
の
過
程
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
日
本
人
に
対

す
る
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
日
本
的
伝
統
を
受
け
継
い
だ
新
し
い
日

本
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
時
期
で
あ

っ
た
。
そ
れ

で
、
新
し
く
確
立
し
た
日
本
文
化
を
国
際
社
会

へ
拡
散
さ
せ
よ
う
と
す
る
時
期

(4
)

で
も
あ
る
。

一
九
八
○
年
代
に
入
り
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
要
望
が
日
本
文
化
論
に
も
影

響
を
与
え
始
め
る
と
、
国
際
化
時
代
と
日
本
文
化
論
と
が
ど
の
よ
う
に
結
び
付

い
て
い
く
か
を
め
ぐ
る
あ

つ
い
論
争
が
続
い
て
き
た
。
論
争
は
今
で
も
多
様
で

活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
か
な
め
は
二
点
に
置
か
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
日
本
集
団
主
義
論
の
変
容
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
表
れ
た
日
本
的

集
団
主
義
を
代
表
す
る
聞
人
主
義
論
の
客
観
性
に
関
す
る
論
争
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
間
人
主
義
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
作
業

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
を
踏
ま
え
、
本
文
で
は
、
最
も
積
極
的
で
緻
密
に
戦
後
の

(5
)

日
本
集
団
主
義
を
再
解
釈
し
て
い
る
浜

口
恵
俊
と
公
文
俊
平
と
の
間
人
主
義
論

の
内
容
と
、
そ
れ
の
国
際
化
時
代
に
お
い
て
持

つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
性
を
考
察
し

よ
う
と
す
る
。
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皿

間
人
主
義
論
の
立
論

1

集
団
主
義
の
再
認
識

戦
後
の
日
本
の
最
も
重
要
な
国
家
目
標
は
、
急
速
な
産
業
化
を
目
指
す

「追

い
付
き
型
近
代
化
」
で
あ

っ
た
と

い
え
る
。
経
済
に
関
す
る
限
り

一
九
六
〇
年

代
末
、
既
に
近
代
化
を
達
成
し
た
日
本
は

一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、
方
向
を
予

測
し
が
た
い
大
い
な
る
変
わ
り
目
を
迎
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
流

れ
の
な
か
で
、
日
本
は
欧
米
の
近
代
社
会
を
準
拠
点
に
し
て
き
た

「近
代
化
11

欧
米
化
」
と
い
う
視
点
を
離
れ
、
新
し
い
領
域
の
開
拓
を
試
み
た
。

「追
い
付
き
型
近
代
化
」
で
は
近
代
化

・
産
業
化
の
た
め
、
欧
米
型
の
近
代

的
個
人
の
誕
生
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
支
配
的
で
あ

っ
た
。
日
本
で

も
同
じ
よ
う
に
、
固
有
の
集
団
主
義
文
化
が
近
代
化
を
遅
ら
せ
た
り
歪
曲
さ
せ

た
り
し
た
と
い
う
見
方
が
、
長
年
大
多
数
の
意
見
を
占
め

つ
つ
あ

っ
た
。
な
お

か
つ
、
単
な
る
近
代
化

・
産
業
化

に
つ
い
て
の
非
適
合
性
ば
か
り
で
は
な
く
、

歴
史
的
ト
レ
ン
ド
と
し
て
集
団
主
義
は
、
個
人
主
義
に
よ
り
必
然
に
克
服
さ
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
少
な
く
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
す
る
と
、
「
近
代
化
11
欧
米
化
」
と
の
視
点
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
は
、
第

一
、
そ
の
枠
組
み
で
あ
る
個
人
主
義
と
集
団
主
義
と
の

対
比
を
克
服
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
努
力
は
、
"「
個
人
主
義
対
集

団
主
義
」
と
い
う
概
念
設
定
自
体
、
実
は
、
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
対
比
が
既
に
欧
米
型
近
代
化
に
と
ら
わ
れ
た
考
え
方
で
あ
り
表
現
で
あ

っ

↑
)

て
"
と
い
う
問
人
主
義
論
者
の
浜

口
の
指
摘
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

第

二
、
欧
米
は
個
人
主
義
で
あ
る
反
面
、
集
団
の
中
に
そ
の
構
成
員
が
完
全

に
埋
没
さ
れ
て
し
ま
う
日
本
は
、
全
体
主
義
的
集
団
主
義
だ
と
い
う
視
角
を
な

お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
日
本
の
集
団
主
義
に

つ
い
て
、

"集
団
の
中

に
そ
の
メ

ン
バ
ー
が
、
完
全
に
没
入
し
て
し
ま
う
よ
う
な
全
体
主
義
的
傾
向
を

指
す
も
の
と
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
傾
向
は
事
実
で
は
な
い
と
思
う

↑
)

の
で
す
。
こ
の
誤
解
を
正
す
こ
と
が
…

一
つ
の
ね
ら
い
で
も
あ
る
…
"
と
い
う

浜
口
の
発
言
は
そ
の
よ
う
な
意
図
を
打
ち
出
し
た
。

第
三
、
個
人
主
義
が
成
立
し
て
い
な
い
全
体
主
義
的
集
団
主
義
の
下
で
は
、

近
代
化
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
仮
説
を
否
定
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
モ
デ

.
ル
を
作
り
出
す
作
業
も
必
要
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
青
木
保
は
留
保
を
つ

け
て
い
る
が
、
。そ
の
成
功
の

「
自
信
感
」
の
上
に
立

っ
て
、
「
日
本
近
代
化
」

が
評
価
さ
れ
て
お
り
、
「集
団
主
義
」
と

「近
代
化

・
産
業
化
」
が
両
立
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
今
後
の
世
界
に
お
い
て
は
む
し
ろ
優
位
に
働
く
と
説
く
よ
う

↑
〉

な
論
旨
の
展
開
に
な

っ
て
ゆ
く
"
と
い
っ
て
、
間
人
主
義
論
者
の
ね
ら
い
を
鋭

く
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
欧
米
の
個
人
主
義
に
つ
い
て
の
否
定
と
日
本
的
独
自
性
及

び
日
本
文
化
の
優
越
性
を
打
ち
出
す
た
め
の
間
人
主
義
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
の

構
造
を

「欧
米
的
人
間
観
」
に
対
す
る

「東
洋
的
人
間
観
」
、
「
個
人

・
個
人
主

義
」
に
対
す
る

「間
人

・
問
人
主
義
」
、
「契
約
の
原
理
」
に
対
す
る

「縁
約
の

原
理
」
と
い
う
主
張
を
通
じ
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

2

間
人
主
義
論
の
構
造

(1
)
東
洋
的
人
間
観

国際化時代 におけ る間人主義論 のイデオロギー性23



(9
)

「
個
人
」
と
は
対
照
的
な

「間

人
」
(些
0

8
馨
Φ×
ε
巴

を
東
洋
人
の
人
間

観
と
し
て
見
做
し
た
浜

口
は
、
こ
れ
を
欧
米
人
の

「個
人
モ
デ
ル
」
と
対
比
し

「
間
人
モ
デ
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
。

欧
米
の
個
人
モ
デ
ル
で
は
、
自
ら
が
自
我

(ω①巳

と
し
て
意
識
さ
れ
る
の

に
反
し
、
間
人
モ
デ
ル
で
は
自
ら
を
対
人
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
、
日
本
人
は

そ
の
よ
う
な
自
意
識
を
普
通

「自
分
」
と
称
し
て
い
る
と
い
う
。
木
村
敏
は
自

我
と
自
分
を
尉
比
し
、
自
我
と
い
う
も
の
は

"自
己
の
独
自
性
、
自
己
の
実
質

で
あ

っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
セ
ル

フ
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
が
恒
常
的

(10
)

に
同

一
性
と
連
続
性
を
保
ち
続
け
て
い
る
点
に
あ
る
"
と
定
義
づ
け
た
。
こ
れ
.

に
対
し
自
分
は
、
"本
来
自
己
を
越
え
た
な
に
も
の
か
に
つ
い
て
の
、
そ
の
つ

ど
の

「自
分
の
分
け
前
」
な
の
で
あ

っ
て
、
恒
常
的
同

一
性
を
も

っ
た
実
質
な

(H
)

い
し
属
性
で
は
な
い
"
と
定
義
し
、
恒
常
的
に
確
立
さ
れ
た
主
体
と
し
て
の
自

我
と
違
う
も
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
比
較
は
、
行
為
主
体
者
の
立
場
か
ら
見
た
人
間
観
の
対
比
で
あ

る
が
、
西
洋
の
学
者
は
人
間
性
を
分
析
す
る
と
き
こ
れ
に
基
づ
い
て
個
人
モ
デ

ル
に
ふ
さ
わ
し
い
操
作
概
念
を
設
定
す
る
。
個
人
モ
デ
ル
に
お
い
て
操
作
概
念

の
典
型
的
な
例
と
し
て
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
欧
米

的
観
点
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
概
念

に
つ
い
て
、
浜

口
は
中
国
語
の
「
レ
ソ
(人
)」

と
い
う
概
念
が
問
人
モ
デ
ル
を
説

明
す
る
の
に
適
当
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
シ

ュ
ー

(一ッ居四口
0一ω
ピ
』
(
.H宀のq
)
の
見
解
を
借
用
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
シ

ュ
ー
は

「
レ
ン
」
と

「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
の
差
に

つ
い
て
、
"「パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
は
…
個
体
心
理
の
内
部
で
継
起
す
る
も
の
に

強
調
を
置
く
。
個
体
の
外
面
的
行
動
の
性
質
は
こ
れ
ら
の
諸
力
の
表
れ
、
根
拠
、

指
標
だ
と
見
做
さ
れ
る
。
…
し
か
し

「
レ
ン

(人
)
」
は
対
人
交
渉

(貯
8
弓

窟
議
oロ
巴

#
き
器
oけδ
ロ
)
に
強
調
を
置
く
。
…
そ
れ
は
、
個
体
の
外
面
的
行

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

動
の
性
質
を
、
当
該
の
社
会
と
文
化
に
お
け
る
対
人
関
係
の
標
準
に
、
ど
れ
ほ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ど
適
合
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
適
合
し
そ
こ
な

っ
て
い
る
か
、
と
い
う
見
地

o

・

(12
)

か
ら
眺
め
る
"
と
い
っ
た
。

要
す
る
に
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
個
体
内
部

の
深
層
心
理
に
基
づ
い
て
人
間

を
把
握
す
る
実
体
概
念
な
の
に
反
し
、
「
レ
ソ

(人
)
」
は
個
人
間

(ぎ
8
弓
Φ雫

ωo
口
鐵
)
の
関
係
に
立
脚
し
て
人
間
を
分
析
す
る
の
を
目
的
に
し
て
い
る
。
そ

れ
で
、
「
レ
ン
」
は
間
人
主
義
の
人
間
観
を
構
成
し
て
い
る
。

(2
)
間
人

・
間
人
主
義
論

浜

口
は
、
「自
分
」
と

「
レ
ソ
」
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
日
本
人
に
は
、
集
団

の
中
で
個
々
の
意
思
を
押
し
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
欧
米
型
の
個
体
的
自
律
性

は
表
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
即
ち
、
個
人
が
唯
我
的
自
我
と
し
て
の

「
単
独
的

主
体

(ぎ
島
乱
含
巴

ω昌
UΦ9
)」
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
日
本
人
は
既
に
知

っ

て
い
る
人
々
と
の
有
機
的
相
互
関
係
を
い
つ
も
う
ま
く
維
持
し
よ
う
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
関
与
的
主
体
性
の
所
持
者
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
連
帯
的

主
体
性
の
所
持
者
の
日
本
人
を
間
人
だ
と
名
づ
け
た
が
、
間
人
と
い
う
も
の
は
、

結
局
、
"対
人
的
意
味
の
中
で
連
関
性
そ
の
自
体
を
自
分
自
身
と
し
て
意
識
す

曾
)

曾
)

る
人
間
の
存
在
"
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
浜

口
は
個
体
の
自
律
性
を
重
視
す
る
近
代
主
義
者
の
日
本
人

に
対
す
る
批
判
は
、
欧
米
中
心
の
視
覚
か
ら
始
ま

っ
た
偏
見
に
す
ぎ
な
い
と
主

張
し
た
。
即
ち
、
連
帯
的
自
律
性
を
持

っ
て
い
る
日
本
人
に
と

っ
て
、
集
団
主

24



義
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
組
織
ど
か
集
団

へ
の
隸
属

・
没
入
は
現
実
的

に
あ
り
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

こ
う
し
て
欧
米
の
個
人
主
義
に

つ
い
て
日
本
的
集
団
主
義
を
、
「間
人
主
義
」

と
定
義
づ
け
た
上
、
人
間
観
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
個
人
主
義
と
間
人
主
義
と

(.ゆ正
)

の
差
異
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

個
人
主
義
は
、

一
つ
、
自
己
中
心
主
義

(自
己
自
身
が
人
間
社
会
の
中
心
的

な
拠
点
だ
と
す
る
確
信
)
、

二
つ
、
自
己
依
拠
主
義

(自
ら
の
生
活
上
の
欲
求

は
、
自
己
の
力
に
よ

っ
て
、
ま
た
自
己
の
責
任
に
お
い
て
充
足
さ
せ
る
べ
き
だ

と
す
る
考
え
方
。
他
者

へ
の
依
存
を
拒
否
す
る
が
、
同
時
に
他
者
不
信
を
も
生

む
)
、
三
つ
、
対
人
関
係
の
手
段
視

(自
律
的
な

「個
人
」
ど
う
し
は
、
ギ
ブ

・
ア
ソ
ド

・
テ
ー
ク
を
目
的
と
し
て
関
係
を
結
ぶ
が
、
そ
の
際
、
戦
略
的
視
点

か
ら
そ
の
関
係
の
手
段
的
有
用
性
が
問
わ
れ
る
)
、
の
三
特
性
を
持

つ
。

そ
の
反
面
、
間
人
主
義

(OO
口
什O麟
什⊆
ρ一一のヨ
)
の
特
徴
は
、

一
つ
、
相
互
依

存
主
義

(社
会
生
活
で
は
親
身
に
な

っ
た
相
互
扶
助
が
不
可
欠
で
あ
り
、
依
存

し
合
う
の
が
人
間
本
来
の
姿
だ
と
す
る
理
念
)
、
二
つ
、
相
互
信
頼
主
義

(自

己
の
行
動
に
対
し
て
相
手
も
ま
た
そ
の
意
図
を
察
し
て
う
ま
く
答
え
て
く
れ
る

は
ず
だ
と
す
る
互
い
の
思
惑
)
、

三
つ
、
対
人
関
係
の
本
質
視

(
い
っ
た
ん
成

り
立

っ
た

「間
柄
」
は
、
そ
れ
自
体
値
打
ち
あ
る
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
無

条
件
で
そ
れ
の
持
続
が
望
ま
れ
る
。
相
手
に
わ
ざ
と
注
文
を
付
け
た
り
、
陥
れ

る
こ
と
を
は
か

っ
た
り
す
る
対
人
関
係
の
操
作
化
は
、
論
外
の
沙
汰
だ
)
、
以

上
の
三
点
で
あ
る
。

(3
)
縁
約
の
原
理

日
常
的
に

「縁
が
あ
る
」
と
か

「何
か
知
ら
な
い
縁
で
」
と
い
う
際

の
縁
と

は
、
相
互
関
係
が
合
理
的
に
理
解
で
き
る
以
上
の
何
ら
か
に
よ
り
繋
が

っ
て
い

る
と
い
う
確
信
を
込
め
て
い
る
。
即
ち
、
縁
と
い
う
も
の
は
人
間
の
合
理
的
認

識
と
か
制
御
を
越
え
て
存
在
す
る
対
人
関
係
な
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
社
会
生
活
の
中
で
縁
に
よ
る
出
会
い
と
か
関
係
を
強
調
す
る
時
、

お
互
い
の
関
係
が
極
め
て
相
関
的
で
あ
り
、
自
分
自
身
が
相
対
的
存
在
で
あ
る

こ
と
を
確
実
な
事
実
と
し
て
認
め
る
と
い
う
。
欧
米
社
会
の
人
間
関
係
が
、
互

い
に
独
立
し
た
個
人
間
の
互
酬
的

(αq
ぞ
Φ

鎖
巳

什艮
。
)
相
互
作
用
に
根
づ
い

て
い
る
こ
と
に
対
し
、
日
本
社
会
で
の
相
互
間
の
繋
が
り
は
縁
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー

(16
∀

ク
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

浜

口
は
、
こ
の
よ
う
な
形
態
で
成
り
立

っ
て
い
る
対
人
関
係
の
存
在
方
式
を
、

西
洋
式
の

「
社
会
関
係
」
と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
は
な
い
と
い
っ
て
、
そ
の
代
わ

曾
)

り

「間
柄
」
と
表
現
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
対
人
関
係
と
い
う
全
体
シ
ス
テ
ム

か
ら
出
発
し
て
、
個
別
的
関
係
を
有
機
的
な
連
関
の
中
で
眺
望
し
よ
う
と
す
る

日
本
人
の
対
人
関
係
を
、
個
人
を
中
心
に
成
立
さ
れ
て
い
る
西
洋
人
の
社
会
関

係
と
は
対
照
的
な
も
の
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
相
、互
関
係
が
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
日
本
社
会
の
近
代
的
組
織

(18
)

(例
え
ば
、
企
業
体
な
ど
)
は
、
契
約
の
原
理
で
は
な
く
、
縁
約
の
原
理
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

縁
約
の
原
理

(匹
口
宀
螽
o什
9

g
昼
Φ
)
と
は
親
族
原
理

(匹
ロ
珍
甘

踐
診
♀

℃
冨
)
と
契
約
原
理

(oo
馨
蠢
9

崗
言
9
覧
o
)
と
の
折
衷
で
あ
る
。
親
族
原
理

が
、
血
縁
的
紐
帯
を
も
と
に
す
る
メ
ン
バ
ー
の
親
族
集
団
に
つ
い
て
の
自
発
的

・
無
条
件
的
同
調
傾
向
を
意
味
す
る
と
い
う
と
、
契
約
原
理
は
事
前
契
約
に
基
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つ
い
て
組
織
に
対
し
限
定
的
に
義
務
を
履
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と

縁
約
の
原
理
と
は
、
「
事
前
契
約
が
組
織
側
か
ら
尊
崇
さ
れ
て
も
さ
れ
な
く
て

も
か
ま
わ
な
く
、
自
分
が
属
し
て

い
る
擬
似
親
族
組
織
に
対
し
無
限
定
的
で
自

発
的
に
忠
誠
を
尽
く
す
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。

か
か
る

「
縁
約
の
原
理
」
の
も
と
で
集
団
主
義
的
組
織
運
営
が
図
れ
る
と
、

曾
)

最
も
大
切
に
思
わ
れ
る
の
は
、
成
員
間
の

「和
」
で
あ
る
。
和
の
本
質
は
自
分

と
集
団
と
の
利
害
が

一
致
す
る
と
い
う
前
提
の
上
で
の
相
互
協
力
体
制
、
ま
た

そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
が
長
期
的
バ
ラ

ン
ス
感
覚
に
よ
り
調
整
さ
れ
る
仕
組
み
を
指

す
。

皿

国
際
化
時
代
に
お
け
る
間
人
主
義
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性

1

作
為
性

ま
ず
、
間
人
主
義
は

「
日
本
的
集
団
主
義
」
あ
る
い
は

「
日
本
型
モ
デ
ル
」

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
日
本
的
」
と
か

「
日
本
型
」
と
い
う
べ
き
拠
り
所
の

(20
)

模
糊
さ
が
内
外
か
ら
指
摘
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

「
日
本
的
」
あ
る
い
は

「
日
本
型
」
と
い
う
も
の
を
、
「
日
本
人

・
日
本
社

会
を
対
象
に
し
取

っ
た
経
験
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
モ
デ
ル
を
意
味
す
る
」

と
い
う
と
、
日
本
で
抽
出
さ
れ
た

モ
デ
ル
が
他
の
社
会
で
も
よ
く
見
ら
れ
た
り
、

あ
る
い
は
他
の
社
会
で

一
層
強
く
あ
ら
わ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
を

「
日
本
型
」
と

か

「
日
本
的
」
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
次
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
間
人
主
義
は
日
本
以
外
の
社
会
で
な

お
い
っ
そ
う
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
実
証
的
な
調
査
結
果
が
、
次

々

報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
間
人
主
義
を

「
日
本
的
」
あ
る
い
は

「
日

本
型
」
と
は
い
え
ず
、
結
局
、
作
為
的
に
作
ら
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を

お
び
た
日
本
文
化
論
で
あ
る
と
い
う
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
浜
口
は
日
本
人
の
方
は
間
人
モ
デ
ル
、
欧
米
人
の
方
は
個
人
モ
デ
ル

と
し
て
そ
の
行
動
を
比
較
的
説
明
し
や
す
い
と
主
張
し
た
が
、
ラ
ミ
ス
は
、
多

宜
)

分
世
界
中
の
ど
の
国
で
も
間
人
主
義
を
も

っ
て
説
明
し
や
す
い
と
反
論
し
た
。

さ
ら
に
、
杉
本
良
夫
は
日
本
は
個
人
モ
デ
ル
、
欧
米
は
間
人
モ
デ
ル
の
方
が

密
)

説
明
し
や
す
い
と
い

っ
て
、
浜
口
と
正
反
対
の
立
場
を
と

っ
た
。
「間
人
度
」

を
普
遍
的
な

(Φ匡
o
)
共
通
尺
度
に
し
て
米
国
、
濠
洲
、
韓
国
な
ど
と
比
較
し

た
と
こ
ろ
、
日
本
人
、
特
に
日
本
人
の
男
性
の
方
が
そ
の
度
合

い
が
最
も
低
か

曾
)

っ
た
と
い
う
実
証
研
究
は
、
ラ
ミ
ス
の
見
解
を
裏
付
け
る
好
例
だ
と
い
え
よ
う
。

(24
)

園
田
英
弘
は
、
前
田
成
文
の

『
東
南
ア
ジ
ア
の
組
織
原
理
』
に
関
す
る
研
究

結
果
を
あ
げ
て
浜
口
の
間
人
主
義
論
に
疑
問
を
提
起
し
た
。
即
ち
、
"前
田
の

東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
分
析
を
見
て
い
る
と
、
浜

口
が
提
唱
し
た

「間
人
主
義
」

と
い
う
…
対
人
関
係
中
心
主
義
は
日
本
の
文
化
に
お
い
て
よ
り
も
、
も

っ
と
他

の
国
の

「
文
化
」
に
お
い
て
そ
の
純
粋
型
が
見
ら
れ
る
と
い
う
逆
説
も
成
り
立

(25
)

ち
得
る
の
で
あ
る
"
と
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
作
為
性
は
浜

口
自
身
の
実
証
調
査
結
果
を
通
し
て

(26
)

も
立
証
さ
れ
て
い
る
。
浜

口
は
、
現
在
進
行
し
て
い
る
調
査
で
日
本
人

(全
国

の
地
方
自
治
体
職
員
の
研
修
ク
ラ
ス
)
と
英
国
人

(中
西
部
の
日
系
企
業
で
働

く
従
業
員
)
の
デ
ー
タ
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の
回
答
の
傾
向
は
か
な
り

近
似
し
、
双
方
と
も
個
人
主
義
の
賛
成
度
は
相
対
的
に
低
く
、
間
人
主
義
の
支

持
度
が
高
か

っ
た
と
示
し
た
。
そ
れ
で
、
英
国
人
の
間
人
主
義
に
つ
い
て
の
平

26



均
的
肯
定
率
が
、
日
本
人
の
そ
れ
よ
り
も
高
か

っ
た
項
目
も
少
な
く
な
か

っ
た

と
い
う
。

浜
口
は

。そ
の
中
間
報
告
段
階
で
言
え
る
こ
と
は
、
世
界
の
ど
の
国
に
お
い

て
も
、
「
間
人
主
義
」
の
意
見
項

目
に
対
す
る
肯
定
の
度
合
い
が
、
全
般
的
に

日
本
人
よ
り
も
や
や
強
く
、
か
つ

「
個
人
主
義
」
項
目
に
お
け
る
肯
定
度
は
、

欧
米
に
お
い
て
さ
え
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に

な

っ
た
の
は
、
第

一
に
、
欧
米
は

「個
人
主
義
」
、
日
本
は

「間
人
主
義
」
に

依
拠
し
て
社
会
が
編
成
さ
れ
る
、
と
い
う
従
来
の
比
較
社
会
論
の
常
識
が
必
ず

(即
V

し
も
正
し
く
な
い
こ
と
…
"
と
叙
述
し
て
い
る
。

次
に
、
「
欧
米

(西
洋
)

"
東
洋
」
↓

「
非
欧
米
11
東
洋
11
日
本
」

へ
繋
が

る
間
人
主
義
論
の
立
論
の
問
題
点
を
通
じ
て
間
人
主
義
論
の
作
為
性
を
見
る
こ

と
に
す
る
。

青
木
は
浜
口
の
間
人
主
義
論
に

つ
い
て
、
"浜
口
の

「間
人
主
義
」
も
本
来

日
本
人
特
有
の
特
徴
で
は
な
く
て
、
「東
洋
人
」
に
み
ら
れ
る
特
徴
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
浜
口
の
説
で
は

「
東
洋
人
」

一
般
と

「
日
本
人
」
の
区
別
が

つ

け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
つ
の
間
に
か

「東
洋
人
」
が

「
日
本
人
」
に
置
き
換
え

ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
し
て

「
西
洋
人
」
が
、
常
に
対
極
に
あ
る
存
在
と

さ
れ
て
い
る
。

…
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
西
欧
」

モ
デ
ル
を
典
範
と
す
る
こ
と
か
ら
脱
け
ら
れ

な
い
と
い
う
、
し
か
も

「実
体
」

の
な
い

「
西
洋
」
と
い
う

「
対
比
」
を
用
い

る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
に

一
貫
し
て
み
ら
れ
る

「
日
本
文
化
論
」
の
ル
ー
テ
ィ

霾

ン
化
し
た
特
徴
を
示
す
こ
と
な
の
で
あ
る
"
と
い
っ
て
、
日
本
文
化
論
が
持

っ

て
い
る
限
界
を
指
摘
し
た
。
即
ち
、
「
西
洋
と
東
洋
と
の
比
較

↓

東
洋
的
特

質
の
抽
出

↓

東
洋
と
日
本
と
の
同

一
視
」
の
過
程
を
経
て
、
結
局
、
東
洋
が

日
本
に
置
き
換
え
ら
れ
る
非
科
学
性
を
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
連
関
し
て
、
同
じ
よ
う
な
間
人
主
義
論
者
の
公
文
も
浜

口
の
間
人

モ
デ

ル
に
対
し
、
"東
洋
的
人
間
の
モ
デ
ル
と
し
て
の

「
間
人
」
は
、
日
本
人

(29
)

の
モ
デ
ル
と
し
て
の

「問
人
」
と
同

一
な
の
か
、
異
な
る
の
か
"
と
い
う
疑
問

を
出
し
た
。

2

排
他
性

浜

口
は
、
従
来
の
日
本
人
の
行
動
様
式
は
欧
米
を
尺
度
に
し
否
定
的
に
評
価

さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
欧
米
的
見
解
に
す
ぎ
な

い
と
批
判
し
、
間
人
主
義
論
の
連
帯
的
自
律
性
の
優
位
に
つ
い
て
、
.…
む
し

ろ
、
シ
ス
テ
ム
的
連
関
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
あ

っ
て
、

機
能
的
に
よ
り
す
ぐ
れ
た
生
活
を
営
む
可
能
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
え

需
)

い
え
よ
う
"
と
主
張
し
た
。

ま
た
、
近
代
的
個
人
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
否
定
し
て
、
"日
本
の
現
実
を

内
在
的
立
場
か
ら
把
握
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
欧
米
起
源
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で

自
足
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
…
す
で
に
あ
る
意
味
で
は
超
近
代
文
明
を
築

愈
)

き
つ
つ
あ
る
日
本
の
現
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
説
明
す
る
に
は
不
適
で
あ
る
"
と

い
っ
て
、
日
本
を
欧
米
の
近
代
を
乗
り
切

っ
た
超
近
代
文
明
国
と
し
て
浮
き
彫

り
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
優
越
性
を
誇

っ
て
い
る
。

一
方
、
公
文
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
発
展
に
お
い
て
必
要
な
新
し
い
シ
ス
テ

ム
に
対
し
、
"純
粋
に
個
人
主
義
で
も
な
く
純
粋
に
集
団
主
義
的
で
も
な
い
あ

る
種
の
複
合
型
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
合
型
に

国際化 時代 における間人主義論のイデオロギー性27



進
む
に
あ
た

っ
て
、
日
本
社
会
は
欧
米
諸
社
会
よ
り
も
あ
る
い
は
有
利
な
立
場

曾
)

に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
"
と
い
っ
て
、
日
本
優
位
論
に
立

っ
て

「
日
本
型
集
団

主
義
」
の
役
割
と
意
義
を
肯
定
的

に
評
価
し
た
。

こ
れ
に
対
し
青
木
は
、
。そ
こ
に
は

「
自
己
陶
酔
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
の
、
「
日
本
文
化
」
の
優
れ
た
特
徴
と
日
本
人
の

「
自
己
同

一

化
」
と
の
合
致
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
…
基
底
に
は
強
い
日
本
の
現
状
の
肯

定
的
評
価
と
日
本
社
会
の
抜
き
ん
で
た
可
能
性
へ
の
信
頼
が
あ
り
、
そ
こ
に
発

曾
)

す
る
波
及
効
果
に
は

「ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
"
と
指

摘
し
、
間
人
主
義
論
を
日
本
文
化

の
優
秀
性
を
も
と
に
す
る
自
己
陶
酔
的
ナ
ル

シ
シ
ズ
ム
と
規
定
し
て
い
る
。

3

拡
張
性

、日
本
文
化
の
拡
散
の
た
め
最
も
直
接
的
で
強
力
な
表
現
を
駆
使
し
て
い
る
浜

口
は
、
近
代
文
明
の
危
機
、
脱
近
代
化
、
国
際
化
、
世
界
化
、
情
報
化
社
会
と

連
関
し
日
本
的
集
団
主
義
、
即
ち
間
人
主
義
の
拡
散
を
目
指
し
て
い
る
。

・ま
ず
、
。わ
れ
わ
れ
は
、
貪
欲
に
近
代
文
明
を
追
求
す
る
の
を
、
・
い
い
加
減

や
め
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ
れ
し
か
人
類
絶
滅
の
危
機
を
避
け
る
途
は
な
か
.

ろ
う
。
…
近
代
文
明
の
追
求
に
も
ま
し
て
問
題
な
の
は
、
西
洋
型
近
代
化
の
思

想
的
基
盤
で
あ

っ
た

「個
人
主
義
」
之
い
う
価
値
観
が
、
あ
ま
り
に
も
自
明
な

(34
)

も
の
と
し
て
信
奉
さ
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る
"
と
い
っ
て
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
と
そ
の
文
化
的
基
盤
で
あ
る
個
人
主
義
に
よ
り
、
人
類
が
滅
亡
す
る
危
機

に
追
い
込
ん
で
い
る
の
で
人
類
絶
滅
の
危
機

へ
繋
が
る
近
代
文
明
を
放
棄
し
た

方
が
よ
い
と
記
述
し
た
。

つ
づ

い
て

"「協
同
団
体
主
義
」
と
も
言
い
換
え
う
る

「間
人
主
義
」
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
.い
。
そ
れ
は
、

一
大
転
換
期
に
あ

っ
て
、
新
し
い
人
間
共
同

(35
)

体
の
生
成
基
盤
と
な
り
う
る
可
能
性
を
十
分
に
宿
し
て
い
る
"
と
い
っ
て
、
そ

の
代
案
と
し
て
間
人
主
義
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
浜
口
は
、
国
際
化

・
情
報
化
時
代
を
迎
え
間
人
主
義
を
世
界

へ
輸
出

し
よ
う
と
す
る
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
自
身
が
司
会
を
担
当
し
進
行

し
た
公
文
と
我
妻
洋
と
の
座
談

の

「
日
本
的
集
団
主
義
の
国
際
化
は
可
能
か
」

で
、
"
日
本
的
集
団
主
義
は
…
今
後
の
情
報
化
社
会
の
中
に
あ

っ
て
も
非
常
に

有
効
な
機
能
を
発
揮
す
る
可
能
性
秘
め
て
い
て
、
国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

見
通
し
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
…
日
本
的
集
団
主
義

の
国
際
化
は
可
能
な
の
か
?
…
国
際
社
会
の
中
で
は
個
人
主
義
の
方
が
多
数
で

あ
り
、
優
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

需
)

日
本
的
集
団
主
義
の
輸
出
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
"
と
い
っ
て
、

欧
米
の
個
人
主
義
に
対
す
る
日
本
的
集
団
主
義
の
現
実
的
劣
勢
を
認
め
て
い
る

が
、
情
報
化
時
代
に
お
い
て
そ
の
有
効
性
を
指
摘
し
、
日
本
的
集
団
主
義
の
輸

出
や
国
際
化
を
試
み
て
い
る
。

ま
た
、
"
こ
れ
か
ら
の
国
際
化
は
今
ま
で
と
は
逆
に

「
日
本
化
」
の
方
向
を

た
ど
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
和
魂

「和
」
才
と
し
て
の

「
人
の
和
」
を

社
会
的
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
輸
出
し
て
よ
い
わ
け
だ
し
、欧
米
人
も
ま
た
、

曾
)

「洋
魂
和
才
」
の
形
で
受
容
し
う
る
は
ず
で
あ
る
"
と
い
っ
て
、
国
際
化
"
日

本
化
を
望
ん
で
日
本
的
集
団
主
義
の
特
質
で
あ
る
和

の
輸
出
を
ね
ら

っ
て
い

る
。

、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
上
、
ま
た
浜
口
は
、
"今
日
の
日
本
は

「
西
洋
化
」
を
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も
は
や
必
要
と
し
な
い
ま
で
に
至

っ
て
い
る
。
従
来
の

「和
魂
漢
才
」
や

「
和

魂
洋
才
」
に
代
わ

っ
て
、
「
和
魂

和
才
」
の
時
代

へ
と
変
わ
り

つ
つ
あ
る
と
い

(認
)

え
よ
う
"
と
い
っ
て
、
も
は
や
近
代
化
を
越
え
た
日
本
に
西
洋
化
は
意
味
が
な

い
と
い
い
、
和
魂
和
才
の
時
代
を
主
張
し
た
。
そ
れ
で
輸
出
す
べ
き
日
本
モ
デ

ル
の
和
魂
和
才
の
中
身
と
し
て
、

"国
際
化
が
今
後

「
日
本
化
」
を
意
味
す
る

と
い
う
と
間
人
主
義
は
そ
の
主
導
理
念
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
"
と
い

っ
て
、

曾
∀

日
本
的
集
団
主
義
、
即
ち
間
人
主
義
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
"日
本
の
従
来
か
ら
パ
タ
ー
ン
で
あ

っ
た
輸
入
型
の

「
国
際
化
」

は
欧
米
に
追
い
付
け
追
い
越
せ
と
い
う
目
標
を
達
成
し
た
現
在
、
も
は
や
不
要

で
あ
ろ
う
。
…
今
後
日
本
が
国
際
社
会
で
果
た
す
べ
き
使
命
は

「
日
本
モ
デ
ル
」

の
メ
リ
ッ
ト
と
そ
の
構
造
を
明
確

に
し
、
日
本
主
導
型
の

「世
界
化
」
(グ
ロ
ー

(40
)

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
)
に
向
か
う
こ
と
で
あ
ろ
う
"
と
い
っ
て
、
近
代
化
を
成
し

遂
げ
た
日
本
が
日
本
モ
デ
ル
の
輸
出
に
よ
る
世
界
化
を
通
じ
て
国
際
社
会
で
活

躍
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

情
報
化
時
代
に
関
聯
し
て
、
"
日
本

の
組
織
体
が
脱
工
業
化
時
代
に
あ

っ
て

も

一
つ
の
国
際
的
モ
デ
ル
と
な
り
う
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
え
よ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
今
後
の
情
報
化
社
会
は
、
ま
さ
し
く
人
問
関
係
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
中
核
と
す
る
社
会
で
あ
る
が
、
…
日
本
人
は
こ
う
し
た
関
係
性
に
立
脚
す

(41
)

る
社
会
形
態
に
最
も
適
合
し
た
理
論
と
技
法
と
を
提
供
し
う
る
か
ら
で
あ
る
"

と
い
っ
て
、
脱
工
業
化
時
代
で
あ
る
情
報
化
時
代
を
向
け
人
と
人
と
の
関
係
を

肝
心
に
す
る
間
人
主
義
の
国
際
化

を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。

W

ま
と
め

間
人
主
義
論
は

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
徐

々
に
登
場
し
、

一
九
八
O
年
代
に

は
最
も
活
発
に
議
論
さ
れ
、
現
在
に
至

っ
て
相
当
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
間
人
主
義
論
が
こ
れ
ほ
ど
注
目
を
引
け
た
ゆ
え
ん
は
国

際
化
の
進
展
の
た
め
だ
と
い
え
る
。
急
激
に
広
が
り

つ
っ
あ
る
国
際
化
は
諸
民

族
に
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
感
を
呼
び
起
こ
し
、
民
族
文
化
に
つ

い
て
の
関
心
が
高
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

国
際
化
の
過
程
に
は
異
文
化
間
の
葛
藤
が
よ
り

一
層
激
し
く
な
る
危
険
性
が

潜
ん
で
い
る
と
と
も
に
、
異
文
化
間
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
共
存
の
可
能
性
も

存
在
し
て
い
る
。

間
人
主
義
論
で
主
張
し
て
い
る
欧
米
の
個
人
主
義
文
化
の
問
題
点
、
例
え
ば

過
度
の
利
己
主
義
や
他
者
不
信
な
ど
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
批
判
的
見
方
が

あ
る
と
い
う
の
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
間
柄
を
大
事
に
す

る
間
人
主
義
の
長
所
も
否
認
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
文
で

述
べ
た
よ
う
に
、
間
人
主
義
は
日
本
以
外
の
地
域
に
も
存
在
し
て
い
る
文
化
だ

と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
る
と
、
分
析
の
枠
組
み
と
し
て
の
間
人
モ

デ
ル
は
こ
れ
か
ら

一
層
深
く
客
観
的
に
研
究
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、

問
人
主
義
の
普
遍
性
が
確
認
さ
れ
る
と
国
際
化
時
代
に
お
い
て
異
文
化
間
の
共

存
に
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
間
人
主
義
を
日
本
的
集
団
主
義
と
見
做
し
て
今
ま
で
の
よ
う
に
、
作

為
性
、
排
他
性
、
拡
張
性
を
呈
し

つ
つ
あ
る
と
内
外
か
ら
間
人
主
義
論
の
イ
デ

国際化時代 におけ る間人主義論 のイデオ ロギー性29



オ
ロ
ギ
ー
性
に
つ
い
て
の
批
判
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
間
人
主
義
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
国
際
化
の
過
程
で
異
文
化
問
の
葛
藤

要
因
と
し
て
働
き
か
け
る
は
ず
で
あ
る
。

(
1注

)

 

(2

)

(3
)

(4
)

(5

)

(
6

)

『
朝
日
新
聞
』

で
は

一
九
四
六
年

六
月

二
四
日
付

「
ト

リ
エ
ス
ト
国
際
化
案
」

と

い
う
記
事

で
最
初

に
国
際
化
と

い
う

用
語

が
登
場
し
た
。

そ
の
後

一
九
五

〇
年
ま

で
14

回
に
か

け
て
国
際
化
と

い
う

用
語
が
出

て
い
た
が

、
そ
の
意

味

は

一
様

に
本
文

で
指
摘

し
た
通
り

で
あ

る
。

『
日
本
経
済
新

聞
』

で
は

一
九

六

一
年

=

月
八
日
付

「
国
内
政
策

の
国
際

化
」
と

い
う
記
事

で
、
は
じ

め
て
国
際
化

と

い
う

用
語
が
使

わ
れ
た
。
『
朝

日
新
聞
』
の
場
合
は
経
済

に
連

関
し
て

「
市
場

の
国
際
化

冖
国
際
色
相
場
の

登
場
」

(
一
九

六
三
年
七
月

二
日

、
朝

刊
)
で
は
じ

め

て
国
際

化
と

い
う

言

葉
が
登
場
し
た
。

「
市
場
の
国
際
化

"大
切
な
基
盤
づ
く
り
」

『朝

日
新
聞
』
、

一
九
六
三
年
七
月

二
〇

日

…
「
裸
に
な
る
日
本
経
済

(上
)
鱒
国
際
化

の
時
代
、
積
極
外

交

へ
の

転

機
、
逃
げ
ら
れ
ぬ
競
争

の
激
化
」
『
朝

日
新
聞
』
、

一
九
六
七
年

六
月

三
日

を
参

照
。

本
論
文
で
取
り
扱

っ
て
い
る
国
際
化
時
代

の
意
味

に

つ
い
て
は
、
朴
容
九

、
「戦

後

の
日
本
に
お
け
る
国
際
化

の
両
面
性
」
『
年
報
人
間
科
学
』
、
第

18
号

、
大

阪
大
学
人
閲
科
学
部

、

一
九

九
七
年

三
月
、
竈

・H
～
H
S

日
本
的
集
団
主
義

に

つ
い
て
浜

口
は
間
人
主
義

、
公
文
は
間
柄
主
義
と
呼
ん

で
い
る
が
、
そ

の
中
身

は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
。
本
論
文
で
は
両
方
を
代

表

し
て
問
人
主
義

と
い
う

用
語
を
使
用
し
た
。

公
文

俊
平

、
村
上
泰

亮

、
『
文

明
と
し

て

の
イ
エ
社
会
』
、
中

央
公

論
社

、

お
刈
P

歹
H卜∂
.

(7
)

(8

)

(9

)

(
10

)

(
11

)

　
14
)

　 　
1312
))

浜

口
と
公
文

と
は

『
日
本
的
集
団
主
義
ー

そ
の
真
価
を
問
う
』

と
い
う

本
を

共
同

で
編
纂

し
た
目
的
に

つ
い
て
こ
の
よ
う

に
示
し
た
。
浜

口
恵
俊

、
公
文

俊

平
編

、
『
日
本
的
集

団

主
義
1

そ

の
真
価

を
問

う
』
、
有
斐

閣

、

ド
O
Q。
b。
堕

b
・
一
〇
①
・

青
木
保
、
『
日
本
文
化

論
の
変
容
i

戦
後

日
本

の
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
』
、

中
央
公
論
社
、
H
㊤
Φ
9

歹
置

○。
.

個
人

(什『
Φ

一昌
α
一く
一鳥
離
鋤
一)

に

つ
い
て
の
間
人

の
英

語
表
現

で
あ

る

「
爵
①

o
o
ロ
8
×
ε
巴
」

は
国
'団
9
目
の

『
文
化

を
越

え

て
』

(↓
ud
ω

ブ

リ
タ

ニ
カ
、

H
⑩
刈
り
)
で
使
わ
れ
た
概
念
を
公
文
が
浜

口
に
紹
介
し

て
く
れ
た
も

の
だ

と
い

う
。

木
村
敏

、
『
人
と
人

と
の
間
-
精
神

病
理
学
的

日
本
人
』
、
弘

文
堂
、

H
O
刈
b。
博

歹
一
課

●

木

村
に
よ
る
と

「
自
己

を
越
え
た
な
に
も

の
か
」
と

は

「
自
分
と
相
手
と

の

間
」
を
意
味
す

る
。
上
掲
書
、
ウ
嵩
恥
.
…

こ
の
よ
う

な
観
点

か
ら
浜

口
は
、

日
本
人
に
と

っ
て

「
自
分

」
と
は

「
自
他

の
間

で
共
有

さ
れ
る
現
実

の
生
活

空

間
の
中
で
、
自
ら

の
置

か
れ
た
そ

の
と
き
ど
き

の
状

況
に
応
じ
て
、
自
ら

に
配
分

さ
れ
た
部
分
を
指

し
て
い
る
」
と

い

っ
た

。

浜

口
恵
俊

、
『
日
本
ら

し
さ
の
再
発
見
』
、

講
談
社
、
お

。。
Q。
も

b
気
G。
～
置
●

上
掲
書
、
"
・Q。
刈
か
ら
再
引
用
。

上
掲
書
、
歹
ω
一餅

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

　

木
村

の
叙

述
を
見
る
と

「
日
本

人
に
あ

っ
て
は
自
己
は
自

己
自
身
の
存
立

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

根

拠
を
自

己
自

身

の
内
部

に
も

っ
て

い
な

い
」

と

い
う

。
木
村
敏

、
『
人
と

人

と
の
間
-
精
神
病
理
学
的

日
本
人
』
、
ウ
胡

.
…
し
た
が

っ
て
、
「
日
本
語

に

お

い
て
は
、
そ
し

て
日
本
的
な

も
の
の
見
方
、
考
え
方

に
お
い
て
は
、
自
分

　

　

が
誰

で
あ

る
の
か
、
相
手
が
誰

で
あ
る
の
か
は
、
自
分

と
相

手
と
の
間

の
人

間
的
関
係

の
側
か
ら
決
定
さ
れ

て
く
る
。
個
人
が
個
人
と
し

て
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
フ

ァ
イ
さ
れ
る
前
に
、
ま
ず
人

間
関
係

が
あ
る
。
人
と
人
と

の
間
と

い
う

30



こ
と
が
あ

る
」

と
触
れ

て
お
り

、
こ
れ
は
ま
た
和
辻
哲
郎
が

い
う

「
間
柄
」

H

「
じ
ん

か
ん

(
人
間
)
」
を
体
現

し
た

「
に
ん
げ
ん

(人
間
)
」

を
意
味
す

る

の
で
も
あ
る
。
上
掲
書

、
O
●犀
P

(15
)

浜

口
恵
俊

、
公

文
俊
平

編
、
『
日
本
的

集
団

主
義
1

そ

の
真

価
を

問
う
』
、

"
唱
b
ド
～
トっ
トっ
●

(16
)

浜

口
恵
俊

、
『
間
人
主
義
社
会

日
本
』
、
東
洋
経
済
新

報
社
、
H
Φ
Q。
b。
も

b
H
.

(
17
)

上
掲
書

、
層
b
①
・

(
18
)

浜

口
恵
俊

、
『
間
人
主
義
社
会

日
本
』
、
O
や
b。
虧
～
卜。
α
・
…
自

由
で
平
等

な
個

人
ど
う

し
互
い
に
自
分

の
利
益
を

最
大
限
確
保
す

る
と

い
う
見
地
、
即
ち
、

.
利
得
的
観
点

か
ら
関
係
を
結
ぶ

こ
と
を
前
提
に
す

る
西
洋

の
個
人
主
義

の
も

と

で
社
会
関

係
の
結
合
原
理
は

「
契
約

の
原
理
」

で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
原

理
を
最
初

に
明
ら
か
に
し
た

シ

ュ
ー
に

つ
い
て
触
れ
る
佐
藤
善

幸
は
次

の
よ

う
に
記
し
て

い
る
。
「契

約
原
理
の
機
能

は
、
あ

く
ま

で
も
相
互

に
自
由

で
平

　

　

　

等

の
当
事
者

同
士
が
自
己

の
欲
求
を
互
酬

的
に
充
足
さ
せ

る
と

同
時
に
、
個

・

人
が
そ

の
関
係

に
全
人
格
的
に
巻
き
込
ま

れ
る

こ
と
を
制
御
す

る
こ
と
に
あ

る
。
契
約

の
原

理
に
も
と
つ
く
人
間
関
係

は
、
当
事
者

の
自
由

と
平
等

を
理

念

と
し
て
、
し
か
も

相
手
を
お
互

い
に
自

己
の
私
的
欲
求
を
充
足

さ
せ
る
手

段
と
す
る
と

い
う
点

で
、
機
能
的
、
実
用
的

、
か

つ
計
算
的

で
あ

る
と

同
時

に
、

一
時
的

で
も
あ

る
」
、
佐
藤
慶
幸
、
「
組
織
比
較
分
析

の
た
め
の

一
視
点
」

『現
代
社
会
学
』
、
創
刊
号
、

H
⑩
課

・
…
シ

.一
1

の
説
に

つ
い
て
は
、
作

田
啓

一
、
浜

口
恵
俊
訳

、

『
比
較
文
明
社
会
論
ー

ク
ラ
ソ

・
カ
ス
ト

・
ク
ラ
ブ

・

家
元
』
、
培
風
館
、

一
㊤
刈
H
を
参
照
。

(
19
)

"和

(ヤ
ワ

ラ
ギ
)

ヲ
以

テ
貴
シ
ト
為
ス
サ
ヵ

フ
ル

コ
ト
無

キ
ヲ
宗
卜
為

ス
"

と

い
う

、
聖
徳
太
子

の
制
定

し
た

十
七
条
憲
法

の
第

一
条

を
、
文
字
ど
お
り

金
科

玉
条
と

し
て
遵
守
し

て
い
る

の
か
も
知
れ
な

い
。

そ
れ
は
、
た
ん

に
為

政
者

の
ポ

リ
シ
ー
と
し
て

の
み
存
在

す
る
の
で
は
な
く

、
ま
た
東

洋
人

の
生

活

の
知
恵
で
も
あ

っ
た
。
「
天
ノ
時

ハ
地
ノ
利

二
如

カ
ズ

地
ノ
利

ハ
人
ノ
和

(
20
)

(21

)

(22

)

(
23
)

　
25
)

　
24
)

 

(26

)

二
如

カ

ズ

」

(孟

子
)

と

い

う

わ

け

で
あ

る

。

「
人

の
和

」

は

、

生

活

体

験

の

な

か

か
ら

抽

出

さ

れ

た
第

一
原

理

(蔑

巨

Φ

§
o
〈
巽

)

な

の
だ

"

と

い
う

の

で
あ

る

。

浜

口
恵

俊

編

、
「
日

本

人

に

と

っ
て
集

団

主

義
」

『
現

代

の

エ

ス
プ

リ
ー

集

団

主

義

』
、

Z
o
.一
①
ρ

一
㊤
○。
ρ

b
b
.一①
～

一
メ

浜

口
と

公

文

と

が

一
九

八

二
年

共

同

で

編

集

し

た

『
日

本

的

集

団

主

義

1

そ

の
真

価

を

問

う

』

で

は
間

人

主

義

を

「
日
本

的

集

団

主

義

」

と
名

づ

け

た

。

…

ま

た

、
浜

口
は

「
間

人

11
間

柄

主

義

」

を

通

じ

て

「
日
本

的
」

な

も

の
が

探

せ

る
と

い
う

。

浜

口
恵

俊

、

『
日

本

ら

し

さ

の

再

発

見
』
、

隠

.b。
㊤
O
～

Q。
b⊃
㊤
.
ま

た

、
浜

口
は

間

人

主

義

を

「
日
本

型

」

モ

デ

ル

だ

と

い
う

。
浜

口
恵
俊

編

、

「
日

本

型

モ
デ

ル

の
構

造

特

性

」

『
日

本

型

モ
デ

ル

と

は

何

か

?

1

国
際

化

時

代

に

お

け

る

メ

リ

ッ
ト

と
デ

メ

リ

ッ
ト
』
、
新

曜

社

、

お

⑩
ω
も

弓
●ω
～

ω
P

ロ

ス

・
マ
オ

ア

、

杉

本

良

夫

、

『
個

人

・
問

人

・
日

本

人

"

ジ

ャ
パ

ノ

ロ
ジ

ー

を

越

え

て
』
、

学
陽

書

房

、

H
O

◎。
メ

O
や

H
刈
～

卜。
O
.

こ
れ

は

自

分

の
著

書

の

『
超

管

理

列

島

ニ

ッ
ポ

ソ
』

と

ロ

ス

・
マ
オ

ア

と

の

共

著

の

同導
餌
晦
Φ
ω

o
h
冨

ロ
碧

Φ
ω
Φ

ω
0
9
①
眞

と

の
3

章

で

提

示

し

た
内

容

に
基

づ

い
た

も

の

で

あ

る

と

い
う

。

上
掲

書

、
署

b
O
～
b。
一
●

内
器
三
巨
P

磯
o
ω
臣
三
ω
P

Φ
冖⇔
ζ

、O
巳
叶霞
ρ

oq
Φ
巳

Φ
5

鋤
巳

ωΦ
一陪

》

唱
臼
咢

Φ
o
-

二
く
o

酔
o
ヨ

貯
経
く
三
莓

臣

ヨ
ー
o皀

8

匡
誌
ωヨ

お
ω
o
母
島

.ド
智

ミ
§

N
ミ

隷

丶
-

恥§

ミ
昌

§

職
⑦
ミ
ミ

き

ミ
o
茜

"
〈
o
ま

P

ぎ

鈎

題

b
b。
屮
Φ
ω
刈
●

前

田
成
文
、
『
東
南
ア
ジ
ア

の
組
織
原
理
』
、
勁
草
書
房

、
一
Φ
G。
り
を
参

照
。

園

田
英
弘
、
「
日
本
文
化
論
と
逆
欠
如
理
論
」
、
浜

口
恵
俊
編

、
『
日
本
型

モ
デ

ル
と
は

何
か

?
1

国
際

化
時

代

に
お

け

る
メ

リ

ッ
ト
と

デ
メ

リ

ッ
ト
』
、

や
一
〇
①
.

世
界

の
各
国
に
お
い
て
社
会
編

成
原

理
を
比
較
す
る
調
査
と
し

て
、

間
人
主

義

(相
互
依
存

・
相

互
信
頼

・
人
間
関
係

の
本
質

視
を
基
本
属
性

と
す
る
)

と
個
人
主
義

(自

己
中

心

・
自
己
依
拠

・
人

間
関

係

の
手
段
視
を
基

本
と
す

る
)
を
あ
ら
わ
す
そ

れ
ぞ
れ
24

の
人
間
関
係

に

つ
い
て
肯
定
か
否
定

か
を
5

国際化時代におけ る間人主義 論のイデオロギ ー性31



　
28
)

　
27

　
31
)

　 　
3029
))

　
33
)

　
32
)

 

(
34

)

　

36
)

　
35
)

　
38
)

　
37

　
41
)

　 　
4039
))

段
階

に
聞

い
た
。
浜

口
恵
俊
、
『
日
本
型
信
頼
社
会

の
復
権
ー

グ

ロ
ー
バ
ル
化

す

る
間
人
主
義
』
、

日
本
放
送
出
版
協
会
、
H
Φ
O
◎

署

μ
b。
～
H
Φ
.

上
掲
書

、
窓

b
①
ω
～
b。
O
艀
●

青

木
保

、
『
日
本
文
化
論

の
変
容
-

戦
後

日
本

の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
』
、

ロ
.置

ω
.

浜

口
恵
俊

、
『
「
日
本
ら
し
さ
」

の
再
発
見
』
、
娼
。ω
ω
S

上
掲
書
、
℃
。b。
刈
①
・

浜

口
恵
俊
編
、
『
日
本
型
モ
デ

ル
と
は
何
か
?
-

国
際
化
時
代

に
お
け

る
メ

リ

ツ
ト
と
デ
メ
リ

ッ
ト
』
、
℃

・心
・

上
掲
書
、
ロ
.㎝
㎝
b。
.

青
木
保

、
『
日
本
文
化
論

の
変
容
ー
戦
後

日
本

の
ア
イ
デ

ソ
テ

ィ
テ

ィ
ー
』
、

唱
.一
認

・

浜

口
恵
俊

、
『
間
人

主

義

社
会

日
本

』
、
東

洋

経
済

新

報

社
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           An Essay of the Contextualism as the Ideology 

                 in the Age of Internationalization 

                           Yong-Ku PARK 

   In line with the increasing contacts of the Japanese people with the foreign cultures and people 

amid internationalization, there has again risen to the surface the question "Who are the Japanese (as 

compared to the Europeans)?" This question mark is a stimulus to setting up the identity of the 

Japanese adaptable to the age of internationalization. 

   In answer to this demand, the contextualism generally known as a Japanese version of collecti-

vism has been argued for. But an essay of the contextualism puts too much emphasis on the idiosyn-

crasy of Japanese culture and thus includes exclusiveness over other cultures, especially European cul-

ture, going so far as to argue for the expansion of superior Japanese culture so as to overcome the cri-

sis of human civilization. In addition, the arguments for the idiosyncrasy and superiority are unscientif-

ic and artificial. In these respects, that is, exclusiveness, expansiveness, and artificiality, an essay of 

the contextualism takes on an ideological character corresponding to the age of Japanese internationali-

zation. 

   So far, however, most of the analyses on the ideological character of Japanese culture have 

focused on the artificiality and exclusiveness, but the ideological character of Japanese culture cannot 

be fully explained without bringing in the expansiveness of Japanese culture. Hence, this paper deals 

with the ideological character of an essay of the contextualism in the age of internationalization from 

the three points of the view, i. e. artificiality, exclusiveness and expansiveness. 
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