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一

　時
事
的
背
景
、
先
行
研
究
、
具
体
的
課
題

　近
年
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
急
速
に
進
ん
だ
世
界
に
お
け
る
、

地
域
性
と
倫
理
を
捉
え
る
観
点
と
し
て
、
和
辻
哲
郎
の
思
想
が
、
国
内
外

で
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
特
に
着
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地

域
の
歴
史
的
お
よ
び
文
化
的
な
特
殊
性
と
、
そ
こ
か
ら
独
立
し
た
普
遍
的

な
規
範
を
、
各
実
践
の
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
統
合
す
る
か
と
い
う
問

題
で
あ
る）

1
（

。
相
対
主
義
と
普
遍
主
義
の
対
立
は
、
倫
理
学
史
に
お
い
て
継

続
的
に
議
論
の
テ
ー
マ
を
提
供
し
て
き
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に

お
け
る
地
域
性
と
い
う
テ
ー
マ
も
、
そ
の
一
つ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
地

理
的
に
隔
た
っ
た
場
所
に
住
む
人
々
と
の
、
お
互
い
に
地
理
的
条
件
に
根

ざ
し
つ
つ
も
開
放
的
な
交
流
が
、
情
報
化
の
進
展
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
容

易
に
な
る
一
方
、
多
く
の
国
が
過
激
な
排
外
主
義
や
、
人
種
、
性
別
、
国

籍
に
関
連
し
た
憎
悪
表
現
と
い
う
社
会
的
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
状

況
下
で
、
地
域
の
特
殊
性
と
普
遍
的
規
範
の
止
揚
ま
た
は
相
互
浸
透
と
い

う
テ
ー
マ
は
様
々
な
観
点
か
ら
く
り
返
し
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
と
言
え
る

だ
ろ
う）

2
（

。

　特
に
マ
ー
フ
ィ
が
提
起
す
る
、
和
辻
思
想
を
「
批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ニ
ズ
ム
」（critical cosm

opolitanism

）
の
さ
ら
な
る
展
開
の
契
機
と
し
て

捉
え
る
観
点
は
、
和
辻
思
想
の
再
評
価
に
留
ま
ら
ず
、
上
記
の
テ
ー
マ
に

関
わ
る
哲
学
的
思
索
を
政
治
学
や
社
会
学
と
結
び
つ
け
る
経
路
と
し
て
期

待
さ
れ
る）

3
（

。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
マ
ー
フ
ィ
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、

批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
同
概
念
に
寄
せ
ら
れ
る
批
判
と
課
題
を

整
理
し
、
そ
の
課
題
を
和
辻
哲
郎
の
風
土
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
捉
え
直

し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に
お
け
る
地
域
性
と
い
う
テ
ー
マ
の
議
論

の
深
化
に
資
す
る
新
た
な
観
点
を
提
起
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　ま
ず
、
批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
理
論
的
枠
組
み
に
つ
い
て
以

下
に
整
理
す
る
。
同
概
念
は
、
社
会
学
者
ジ
ェ
ラ
ー
ド
・
デ
ラ
ン
デ
ィ
に
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ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
属
す
る
思
想
家
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り

で
は
な
く
、
対
立
す
る
立
場
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ

る
）
10
（

。
し
か
し
唐
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
夏
目
激
石
の
門
下
に
集
ま
っ
た

阿
部
次
郎
や
和
辻
ら
の
世
代
が
、
因
習
か
ら
の
脱
却
を
試
み
、
教
養
を
通

じ
て
個
性
を
伸
長
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
共
有
し
て
お
り）
11
（

、
一
九
一
五
年

に
刊
行
さ
れ
た
和
辻
の
最
初
期
の
著
作
『
ゼ
エ
レ
ン
・
キ
エ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
』

に
お
い
て
、
和
辻
が
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
「
第
二
の
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
）
12
（

」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
和
辻
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ニ
ズ
ム
の
親
和
性
は
高
い
と
言
え
る
。
勝
部
は
、
日
本
回
帰
と
呼
ば
れ
る

和
辻
の
転
換
期
に
お
い
て
、
和
辻
が
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
か
ら
も
離
れ

た
と
整
理
し
て
い
る
が）
13
（

、
一
九
二
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
古
代
文
化
』

に
お
い
て
和
辻
が
古
代
日
本
を
賛
美
す
る
文
脈
は
、
古
代
日
本
の
も
つ
中

国
・
朝
鮮
と
の
「
混
血
性
」
や
、
文
化
発
達
に
お
け
る
渡
来
人
の
役
割
の

大
き
さ
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
じ
た
文
化
の
共
有
な
ど
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
性
格
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る）
14
（

。

　和
辻
風
土
論
に
お
け
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
性
格
は
、
一
九
二
八
年
に

雑
誌
掲
載
さ
れ
、
一
九
三
五
年
に
書
籍
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
風
土
』
の

第
二
章
に
お
け
る
風
土
の
類
型
化
に
お
い
て
よ
く
見
出
さ
れ
る
。
今
日
、

倫
理
学
者
か
ら
も
地
理
学
者
か
ら
も
批
判
を
受
け
る
風
土
の
類
型
化
で
あ

る
が
、
そ
の
企
図
は
環
境
決
定
論
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い）
15
（

。
和
辻
は
同

章
に
お
い
て
、
牧
場
型
、
砂
漠
型
、
モ
ン
ス
ー
ン
型
と
い
う
風
土
の
類
型

化
を
行
っ
た
後
で
、
そ
の
企
図
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「﹇
風
土
の
類
型

は
﹈
ち
ょ
う
ど
そ
れ
に
お
い
て
最
も
鋭
く
自
覚
の
実
現
せ
ら
れ
得
る
優
越

よ
っ
て
提
起
さ
れ
た）

4
（

。
デ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
浸
透
の
現
場
に

お
い
て
こ
そ
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
一

貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ニ
ズ
ム
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
へ
の
規
範
的
批
判
）
5
（

」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
批
判
」

と
は
、
資
本
主
義
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
ま
た
は
認
識
的
な
枠
組
み
を

絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
世
界
観
に
相
違
が
あ
る
複
数
の
当
事
者
が
対
話

を
持
続
さ
せ
る
た
め
の
源
泉
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
営
為
を
指
す
）
6
（

。
こ
の

批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
従
来
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
寄

せ
ら
れ
る
批
判

│
エ
リ
ー
ト
主
義
、
西
欧
中
心
主
義
、
人
々
の
間
の
地

理
学
的
あ
る
い
は
歴
史
的
な
相
違
点
の
看
過
、
統
合
に
よ
っ
て
一
方
を
他

方
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
へ
の
無
配
慮
な
ど）

7
（

│
へ
の
応
答
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　し
か
し
マ
ー
フ
ィ
は
、
デ
ラ
ン
デ
ィ
が
、（
Ａ
）
常
に
合
意
に
至
る
わ

け
で
は
な
い
人
々
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
や
そ
れ
を
緩
和
す
る
機
会
に
つ

い
て
の
分
析
、（
Ｂ
）
個
々
人
が
一
つ
で
は
な
い
普
遍
性
を
希
求
す
る
べ

き
こ
と
の
倫
理
学
的
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
の
分
析
を
、
い
ず
れ
も
十
分
に

行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る）

8
（

。
マ
ー
フ
ィ
は
、
和
辻
哲
郎
の
思
想
が

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
て
豊
か
な
説
明
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主

張
す
る）

9
（

。

　そ
れ
で
は
、
和
辻
哲
郎
の
思
想
を
批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
結

び
つ
け
る
こ
と
に
正
当
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
和
辻
は
、
一
般
的
に
コ
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い
だ
の
知
識
や
世
界
観
、
利
害
関
心
の
相
違
は
、
ど
の
よ
う
に
条
件
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
（「
風
土
的
限
定
」
に
関
す
る
問
い
）。（
Ｂ
）

国
や
地
域
の
歴
史
的
お
よ
び
文
化
的
な
特
殊
性
と
、
普
遍
的
な
規
範
的
理

念
の
相
互
浸
透
は
、
和
辻
の
理
論
的
枠
組
み
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
う
る
の
か
。
風
土
的
限
定
の
乗
り
越
え
の
可
能
性
と
希
求
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
か
（「
風
土
的
限
定
を
超
え
て
己
れ

を
育
て
て
行
く
」
こ
と
に
関
す
る
問
い
）、
と
い
う
課
題
の
検
討
は
十
分

な
も
の
で
は
な
い
。

　そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
上
記
の
二
つ
の
課
題
に
対
し
て
、
和
辻
哲
郎
の

風
土
論
と
、
社
会
学
者
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ
（Alfred Schütz, 

1899-1957

）
の
生
活
世
界
論
と
の
比
較
を
通
じ
て
検
討
を
行
う
。
和
辻

の
風
土
論
と
シ
ュ
ッ
ツ
の
生
活
世
界
論
の
近
似
性
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
が）
19
（

、
本
報
告
は
そ
の
近
似
性
が
意
味
す
る
実
践
的
・
理
論
的
射
程
を
、

批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
深
化
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
あ
る
。
和
辻
と
シ
ュ
ッ
ツ
と
の
比
較
を
行
う
具
体
的
理
由
と
し
て

は
、
次
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
Ａ
）

　和
辻
と
シ
ュ
ッ
ツ
の
共
通
点
の
検
討
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
。
シ
ュ
ッ

ツ
の
諸
理
論
は
「
人
々
の
知
識
や
世
界
観
、
利
害
関
心
は
、
何
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
条
件
づ
け
ら
れ
、
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
課
題
を

主
に
扱
う
知
識
社
会
学
）
20
（

の
展
開
に
大
き
く
寄
与
し
て
お
り
、
和
辻
の
「
風

土
的
限
定
」
の
考
察
を
析
出
す
る
触
媒
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
析
出
は
、
地
域
性
に
関
す
る
考
察
の
深
化
に
資
す
る
。

（
Ｂ
）
　和
辻
と
シ
ュ
ッ
ツ
の
相
違
点
の
検
討
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
。
シ
ュ
ッ

点
を
提
供
す
る
。
…
…
牧
場
的
風
土
に
お
い
て
は
理
性
の
光
が
最
も
よ
く

自
覚
せ
ら
れ
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
的
風
土
に
お
い
て
は
感
情
的
洗
練
が
最
も

よ
く
自
覚
せ
ら
れ
る
。
…
…
風
土
の
限
定
が
諸
国
民
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に

異
な
っ
た
方
面
に
長
所
を
持
た
し
め
た
と
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
点
に

お
い
て
ま
た
己
れ
の
短
所
を
自
覚
せ
し
め
る
。
…
…﹇
こ
の
長
所
と
短
所

を
互
い
に
学
び
得
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
は
﹈
風
土
的
限
定
を
超
え
て
己

れ
を
育
て
て
行
く
）
16
（

」。
つ
ま
り
、
風
土
の
類
型
化
は
人
々
の
風
土
的
限
定

を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
類
型
化
は
、
限
定
を
超
え
て
相
互
理
解
に

至
る
た
め
の
い
わ
ば
補
助
線
で
あ
る
と
和
辻
は
述
べ
る
。
続
く
、「
風
土

的
限
定
の
内
に
無
自
覚
的
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
限
定
を
自
覚
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
限
定
を
超
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
風
土
の
特
性
が
消
失

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
一
層
よ
く
そ
の
特
性

が
生
か
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る）
17
（

」
と
い
う
言
及
は
、
和
辻
の
思
想
、
と
り

わ
け
風
土
論
を
批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
る
こ
と
の
妥

当
性
を
示
す
と
言
え
る
。

　こ
こ
で
先
述
の
マ
ー
フ
ィ
の
議
論
を
再
確
認
す
る
。
マ
ー
フ
ィ
は
、
和

辻
の
「
風
土
」
や
「
間
柄
」
概
念
を
、
社
会
空
間
を
均
質
化
す
る
こ
と
な

く
相
互
依
存
性
を
認
め
る
想
像
力
を
涵
養
す
る
枠
組
み
と
し
て
意
義
づ
け

る
こ
と
に
よ
り
提
供
で
き
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
和
辻
の
思
想
を
用
い
て

デ
ラ
ン
デ
ィ
の
批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
補
完
を
し
よ
う
と
試
み

て
い
る）
18
（

。
し
か
し
、（
Ａ
）
常
に
合
意
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
人
々
の
あ

い
だ
の
緊
張
関
係
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
の
地
域
性
は
、
和
辻
の
理
論

的
枠
組
み
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
。
人
々
の
あ
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の
規
範
・
秩
序
が
相
互
行
為
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
関
係
的

な
事
象
か
ら
生
じ
る
と
い
う
シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
的
社
会
学
の
構
想
は
、

和
辻
の
「
間
」
の
思
想
の
発
想
と
際
立
っ
て
類
似
し
て
い
る）
22
（

。

　こ
こ
で
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
的
社
会
学
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
簡
単

に
概
観
す
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
社
会
を
、
他
者
の
行
為
を
理
解
す
る
た
め

に
人
々
が
構
成
し
た
意
味
的
世
界
と
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
、
人
々
が
行

為
に
対
し
て
日
常
世
界
で
の
間
主
観
的
な
常
識
に
も
と
づ
い
て
意
味
（
一

次
的
概
念
）
を
付
与
す
る
活
動
と
、
そ
の
意
味
の
な
か
か
ら
特
定
の
関
心

に
沿
っ
て
選
び
取
っ
て
再
構
成
し
た
知
識
（
二
次
的
概
念
）
を
生
産
す
る

活
動
に
分
け
、
個
人
に
閉
じ
た
営
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
「
理
解
」

や
「
意
味
」、「
知
識
」
を
、
社
会
的
な
相
互
関
係
の
作
用
と
し
て
検
討
し

直
し
た
こ
と
が
シ
ュ
ッ
ツ
の
業
績
で
あ
る
と
整
理
で
き
る
。

　シ
ュ
ッ
ツ
が
一
次
的
概
念
と
二
次
的
概
念
の
二
つ
の
水
準
で
「
理
解
」

「
意
味
」「
知
識
」
を
再
検
討
し
た
背
景
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm

und 
H
usserl, 1859-1938

）
が
一
九
三
六
年
に
刊
行
し
た
晩
年
の
講
義
録
『
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
の
強
い
影
響
が
あ
る
。
第

一
次
大
戦
に
お
け
る
蹉
跌
を
ふ
ま
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
同
講
義
に
お
い

て
、
科
学
的
観
点
が
理
念
の
衣
に
よ
っ
て
「
生
活
世
界
」（Lebenbsw

elt, 
life-w

orld, 

現
に
あ
る
世
界
）
を
隠
蔽
し
、
転
倒
さ
せ
る
機
能
を
指
摘
し

た
。
例
え
ば
、
ガ
リ
レ
オ
の
落
体
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
重
さ
が
ち
が
う
物

体
も
同
じ
速
度
で
落
下
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
に
あ
る

世
界
で
は
気
圧
や
摩
擦
の
影
響
に
よ
り
鉄
は
紙
片
よ
り
も
速
く
落
下
す

る
。
こ
の
と
き
、
私
た
ち
が
現
に
住
ん
で
い
る
世
界
は
雑
音
や
不
純
物
に

ツ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
社
会
学
の
な
か
に
応
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
現
象
学
的
社
会
学
」（phenom

enogical sociology

）
を
展
開
し
た

が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
企
図
し
て
い
た
〝
超
越
論
的
〞
現
象
学
と
い
う

観
点
そ
の
も
の
は
継
続
さ
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
和
辻
は
、
風
土

論
以
前
よ
り
行
っ
て
い
た
原
始
仏
教
研
究
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
イ

デ
ー
ン
』
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
、
風
土
論
に
お
け
る
「
風
土
的
限
定

を
超
え
て
己
れ
を
育
て
て
行
く
」
と
い
う
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
的
側
面

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
を
析
出
す
る
触
媒
と
し
て
有
効

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
析
出
は
、
地
域
の
特
殊
性
と
普
遍
的
な
規

範
的
理
念
の
相
互
浸
透
に
関
す
る
考
察
の
深
化
に
資
す
る
。

二

　比
較
分
析

１
　
常
に
合
意
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
緊
張
関
係
を
含
意
す
る
も
の
と
し

て
の
地
域
性
、「
風
土
的
限
定
」
に
関
す
る
問
い

　
　
　

│
和
辻
と
シ
ュ
ッ
ツ
の
共
通
点
か
ら
の
検
討

　先
述
の
と
お
り
、
犬
飼
裕
一
は
『
和
辻
哲
郎
の
社
会
学
』（
二
〇
一
六
）

の
な
か
で
、
和
辻
の
「
間
」（
あ
い
だ
）
の
思
想
に
も
と
づ
く
風
土
論
か

ら
倫
理
学
に
至
る
一
連
の
著
作
が
、
一
九
三
〇
年
代
の
社
会
学
の
展
開
、

な
ら
び
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
と
り
わ
け
『
風
土
』
と
の
近
似
性
が
高
い
、
同
時
代
の
社
会
学

に
関
す
る
著
作
は
、
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ
の
主
著
『
社
会
的
世
界

の
意
味
構
成
』（
初
版
、
一
九
三
二
）
で
あ
る
。
和
辻
は
シ
ュ
ッ
ツ
の
著

作
そ
の
も
の
に
接
す
る
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が）
21
（

、
社
会
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を
棄
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）
25
（

。

　シ
ュ
ッ
ツ
は
、
共
同
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
生
活
世
界
（
＝
日
常
生
活

の
世
界
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
私
の
日
常
生
活
の
世
界
は
、

決
し
て
私
だ
け
の
私
的
な
世
界
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
間
主
観
的
な
世

界
で
あ
る
。
…
…
私
が
常
に
自
己
を
そ
の
な
か
に
見
出
す
歴
史
的
に
与
え

ら
れ
た
世
界
は
、
自
然
的
世
界
と
し
て
も
社
会
文
化
的
世
界
と
し
て
も
、

私
の
生
ま
れ
る
前
か
ら
存
在
し
、
私
が
死
ん
だ
あ
と
も
存
在
し
つ
づ
け

る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
世
界
は
私
の
世
界
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
仲

間
の
人
間
た
ち
の
環
境
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
…
…

言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
自
然
・
社
会
・
文
化
の
世

界
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
、
独
自
な
生
活
史
的
状
況
の
な
か
に

見
出
す
の
で
あ
る）
26
（

」。
こ
の
記
述
と
、
和
辻
の
『
風
土
』
に
お
け
る
「
人

間
存
在
の
構
造
契
機
と
し
て
の
風
土
性
）
27
（

」、「﹇
文
芸
、
美
術
、
宗
教
、
風

習
等
あ
ら
ゆ
る
人
間
生
活
の
表
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
﹈
風
土
は
人
間
の

自
己
了
解
の
仕
方
で
あ
る）
28
（

」
と
い
う
記
述
を
重
ね
た
と
き
、
風
土
を
生
活

世
界
と
し
て
、
そ
し
て
、「
風
土
的
限
定
」
を
「
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
」
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る）
29
（

。
こ
の
位
置
づ
け
か
ら
は
、
地
域
性
を
、

知
識
が
構
成
さ
れ
る
と
き
に
そ
の
前
提
と
な
る
間
主
観
的
な
一
連
の
選
択

と
し
て
示
す
こ
と
を
導
く
こ
と
が
で
き
る）
30
（

。

　し
か
し
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
議
論
か
ら
は
「
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
」
の
も
た
ら
す

知
識
や
世
界
観
、
利
害
関
心
に
対
す
る
条
件
づ
け
や
拘
束
を
乗
り
越
え
よ

う
と
す
る
希
求
や
可
能
性
を
導
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
以
下
の
シ
ュ
ッ
ツ
と
和
辻
の
相
違
点
に
焦
点
を
当
て
た
比
較
を

満
た
さ
れ
て
お
り
、
自
然
科
学
の
法
則
が
そ
の
ま
ま
成
り
立
つ
世
界
こ
そ

が
本
物
の
世
界
で
あ
る
と
思
う
こ
と
が
、
理
念
の
衣
に
よ
る
生
活
世
界
の

隠
蔽
・
転
倒
で
あ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
い
た
生
活
世
界
を
、

日
常
生
活
の
世
界
（w

orld of everyday life

）
と
捉
え
直
し
、
一
次
的
概

念
が
成
立
す
る
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
位
置
づ
け
た）
23
（

。

　シ
ュ
ッ
ツ
は
、
生
活
世
界
に
お
け
る
思
考
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
：
①
こ
れ
ま
で
に
す
で
に
そ
の
社
会
が
つ
く
り
だ

し
て
き
た
「
知
識
の
集
積
」（stock of know

ledge

）
に
も
と
づ
い
て
物
事

を
判
断
す
る
。
②
何
か
に
注
意
を
向
け
れ
ば
、
同
時
に
注
意
を
向
け
ら
れ

な
い
何
か
が
必
ず
生
じ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
こ
の
こ
と
を
「
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
」

（relevance

）
と
い
う
概
念
で
ま
と
め
る）
24
（

。
③
人
々
が
日
常
生
活
に
お
い

て
、
隣
人
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に
世
界
を
見
て
い
る
と
想
定
し
あ
っ
て
い

る
と
き
（
相
互
主
観
性
が
成
り
立
つ
と
き
）、
そ
れ
は
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
が

共
有
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
④
相
互
主
観
性
が
成
り
立
た
な
い
可
能

性
が
あ
る
匿
名
の
人
々
に
対
し
て
は
「
知
識
の
集
積
」
の
な
か
の
「
類
型
」

（type

）
に
も
と
づ
い
て
判
断
す
る
。

　人
々
の
思
考
能
力
は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
人
々
の
共
同
生
活
は
、
上

記
の
よ
う
な
生
活
世
界
の
特
徴
の
上
で
初
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
シ
ュ

ッ
ツ
は
示
唆
す
る
。
人
々
は
社
会
に
、
自
分
を
取
り
巻
く
現
実
と
は
異
な

る
多
元
的
な
現
実
（m

ultiple reality

）
が
あ
る
こ
と
を
、
カ
ル
チ
ャ
ー
シ

ョ
ッ
ク
の
よ
う
な
体
験
や
空
想
、
幻
覚
な
ど
に
よ
っ
て
体
感
す
る
こ
と
が

あ
る
。
し
か
し
、
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
が
あ
る
以
上
、
何
を
ど
こ
ま
で
考
慮
し

て
何
を
無
視
す
る
か
と
い
う
選
択
に
よ
っ
て
成
立
す
る
生
活
世
界
の
条
件
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実
の
存
在
者
」
に
つ
い
て
の
「
存
在
す
る
仕
方
」「
存
在
の
『
か
た）
34
（

』」
で

あ
る
と
述
べ
、
自
己
が
日
常
生
活
に
お
い
て
現
象
世
界
を
知
覚
す
る
際

に
、
そ
の
経
験
を
可
能
に
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
る
構
想
に

つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
質
直
観
や
現
象
学
的
還
元
の
主
張
が
下
敷
き

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る）
35
（

。
和
辻
は
、
風
土
論
お
よ
び
倫
理
学
に

関
す
る
著
作
執
筆
の
前
段
階
に
お
い
て
、
主
観
│
客
観
二
元
論
の
枠
組
み

へ
の
批
判
理
論
と
し
て
、
超
越
論
的
現
象
学
と
仏
教
哲
学
を
併
せ
て
受
容

し
て
い
た
と
言
え
る
。

　フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
構
想
は
、
表
面
的
に
は
、
そ
の
後

の
和
辻
の
著
作
群
の
な
か
で
積
極
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し

ろ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
対
比
の
な
か
で
回
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し

か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
、
現
象
学
的
還
元
を
、

判
断
中
止
（
エ
ポ
ケ
ー
）
に
よ
っ
て
、
超
越
的
な
世
界
の
諸
事
物
を
純
粋

意
識
へ
と
連
れ
戻
す
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
点
、
そ
し
て
超
越
論

的
現
象
学
を
、「
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
で
は
な
く）
36
（

、「
自
分
た
ち
の
視
点

か
ら
」
事
柄
を
記
述
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
学
問
領
域
と
し
て
特
徴
づ
け

て
い
る
点
を
ふ
ま
え
る
と）
37
（

、
和
辻
が
一
九
三
七
年
に
刊
行
し
た
『
倫
理
学

〈
上
〉』
で
、
全
体
性
に
お
け
る
規
範
の
根
抵
に
、
竜
樹
の
空
概
念
に
依
拠

し
た
「
超
越
的
原
理
」
と
し
て
否
定
の
運
動
を
置
き
、
記
述
対
象
の
動
態

性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
点
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
積

極
的
な
受
容
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る）
38
（

。

　こ
の
否
定
の
運
動
こ
そ
が
、
現
実
の
把
捉
の
仕
方
、
実
践
的
な
理
解
の

仕
方
、
表
象
の
仕
方
、
想
像
力
、
感
情
や
衝
動
、
そ
し
て
幸
福
の
あ
り
方

通
じ
て
、
和
辻
が
「
風
土
的
限
定
を
超
え
て
己
れ
を
育
て
て
行
く
」
こ
と

と
し
て
何
を
企
図
し
て
い
た
か
を
示
す
。

２
　
地
域
の
特
殊
性
と
普
遍
的
な
規
範
的
理
念
の
相
互
浸
透
、「
風
土
的

限
定
を
超
え
て
己
れ
を
育
て
て
行
く
」
こ
と
に
関
す
る
問
い

　
　
　

│
和
辻
と
シ
ュ
ッ
ツ
の
相
違
点
か
ら
の
検
討

　梅
村
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
理
論
的
枠
組
み
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的

現
象
学
（
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
自
然
的
経
験
を
超
え
て
、
そ
れ
を
可

能
に
し
て
い
る
超
越
論
的
経
験
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と）
31
（

）
を
出
発
点
に

し
つ
つ
も
、
他
我
の
公
正
に
関
す
る
超
越
論
的
な
問
題
設
定
を
断
念
し
、

間
主
観
性
を
生
活
世
界
の
所
与
と
見
な
し
て
、
そ
れ
以
上
の
検
討
を
留
保

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
理
論
構
築
に
お
け
る
負
担
を
減
ら
し
て
い
る
点

を
指
摘
し
て
い
る）
32
（

。

　和
辻
も
ま
た
、
一
九
三
四
年
に
刊
行
し
た
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理

学
』
で
は
、「
行
為
的
連
関
」
に
関
す
る
検
討
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
存
在
論
に
接
近
す
る
一
方
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
構

想
か
ら
は
距
離
を
と
っ
て
い
る
た
め）
33
（

、
一
見
、
シ
ュ
ッ
ツ
と
同
様
に
、
超

越
論
的
な
問
題
設
定
を
回
避
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

一
九
二
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
和
辻
の
博
士
学
位
論
文
「
原
始
仏
教
の
実

践
哲
学
」、
一
九
三
一
年
発
表
さ
れ
た
論
文
「
仏
教
哲
学
に
お
け
る
『
法
』

の
概
念
と
空
の
弁
証
法
」
で
は
、
和
辻
は
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻
を
引
用

し
、
仏
教
哲
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
類
似
性
を
強
調
し
て
い
る
点
は

注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
苅
部
は
、
和
辻
が
仏
教
哲
学
に
お
け
る
五
穂
（
色

受
想
行
識
）
な
ど
の
ダ
ル
マ
（
法
）
を
、「
日
常
生
活
的
に
交
渉
す
る
現
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西
欧
中
心
主
義
や
エ
リ
ー
ト
主
義
を
脱
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、（
Ａ
）

常
に
合
意
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
人
々
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て

の
分
析
、（
Ｂ
）
個
々
人
が
一
つ
で
は
な
い
普
遍
性
を
希
求
す
る
べ
き
こ

と
の
倫
理
学
的
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
い
ず
れ
も
十
分
で
は
な

い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
課
題
に
対
処
す
る
た
め
の
視
座
と
し
て
、
和
辻
哲
郎
の
風
土
論
を

援
用
す
る
試
み
が
あ
る
。
風
土
論
の
枠
組
み
と
語
彙
に
当
て
は
め
れ
ば
、

上
記
の
二
つ
の
課
題
は
そ
れ
ぞ
れ
、（
Ａ
）「
風
土
的
限
定
」
に
関
す
る
問

い
と
、（
Ｂ
）「
風
土
的
限
定
を
超
え
て
己
れ
を
育
て
て
行
く
」
こ
と
に
関

す
る
問
い
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　こ
の
問
い
に
対
し
て
、
和
辻
の
風
土
論
と
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ

の
現
象
学
的
社
会
学
の
比
較
思
想
的
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
両
者
の
共
通

点
か
ら
は
課
題
Ａ
に
関
す
る
見
解
が
、
両
者
の
相
違
点
か
ら
は
課
題
Ｂ
に

関
す
る
見
解
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、（
Ａ
）
人
々
の

知
識
や
世
界
観
、
利
害
関
心
を
条
件
づ
け
、
拘
束
す
る
「
風
土
的
限
定
」

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
内
容
を
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
「
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
」
概
念
と
の

類
似
性
の
検
討
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
注
目
し
同
時
に
何
を
無

視
す
る
か
と
い
う
、
知
識
が
構
成
さ
れ
る
と
き
に
そ
の
前
提
と
な
る
間
主

観
的
な
一
連
の
選
択
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
。（
Ｂ
）
知
識
や
世
界

観
、
利
害
関
心
に
対
す
る
条
件
づ
け
や
拘
束
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る

「
風
土
的
限
定
を
超
え
て
己
れ
を
育
て
て
行
く
」
契
機
を
、
シ
ュ
ッ
ツ
が

断
念
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
構
想
と
し
て
、
な
ら
び
に

和
辻
が
仏
教
哲
学
研
究
に
も
と
づ
い
て
倫
理
学
内
に
採
り
い
れ
た
「
否
定

を
条
件
づ
け
る
「
風
土
的
限
定
」
を
自
覚
し
、
超
え
出
よ
う
と
す
る
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
的
な
動
機
の
源
泉
で
あ
る
と
本
論
文
は
位
置
づ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、「
風
土
的
限
定
を
超
え
出
る
」

こ
と
が
、「
風
土
的
限
定
の
特
性
を
よ
り
よ
く
活
か
す
」
と
い
う
和
辻
の

『
風
土
』
に
お
け
る
叙
述
は
、「
世
界
に
つ
い
て
の
経
験
や
認
識
の
基
礎
づ

け
の
た
め
に
自
ら
の
風
土
的
限
定
を
超
え
出
る
こ
と
（
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お

け
る
「
判
断
中
止
」）
に
よ
っ
て
、
風
土
的
限
定
が
思
い
込
み
を
取
り
除

か
れ
た
か
た
ち
で
（
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
」
状

態
で
）
現
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
読
み
替
え
が
可
能
と
な
る
。

　以
上
か
ら
、
知
識
や
世
界
観
、
利
害
関
心
に
対
す
る
条
件
づ
け
や
拘
束

を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
「
風
土
的
限
定
を
超
え
て
己
れ
を
育
て
て
行

く
」
試
み
を
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
断
念
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学

の
構
想
、
な
ら
び
に
和
辻
が
仏
教
哲
学
研
究
に
も
と
づ
い
て
倫
理
学
内
に

採
り
い
れ
た
「
否
定
の
運
動
」
と
関
連
づ
け
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ

こ
か
ら
、
地
域
の
特
殊
性
と
普
遍
的
な
規
範
的
理
念
の
相
互
浸
透
に
際
し

て
は
、
現
象
学
的
還
元
あ
る
い
は
「
否
定
の
運
動
」
が
そ
の
可
能
性
と
動

機
を
開
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
座
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

三

　ま
と
め

　排
外
主
義
の
高
ま
り
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
、
学
際
研
究

の
一
般
化
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
再
検
討
の
潮

流
の
な
か
で
、
批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
と
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
浸
透
の
現
場
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
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二
〇
一
五
年
、
一
│
二
四
頁
。

　（3
）M

urphy, M
., The critical cosm

opolitanism
 of W

atsuji Tetsurō, Euro-
pean Journal of Social Theory, 18

（4

）, 2015, pp.507-522.

　（4
）D
elanty, G., “Introduction: the em

erging field of cosm
opolitan stud-

ies”,  D
elanty, G. 

（ed.

）, H
andbook of Cosm

opolitanism
 Studies, Rout-

ledge, 2012, pp.38-46.

　（5
）D

elanty, G., The Cosm
opolitan Im

agination: The Renewal of Critical 
Social Theory, Cam

bridge U
niversity Press, 2009, p.250.

　（6
）ibid., pp.186-192.

　（7
）
例
え
ば
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
掲
げ
る
自
由
や
解
放
と

い
っ
た
理
念
が
、
地
理
的
状
況
の
複
雑
さ
を
無
視
し
た
こ
と
に
よ
り
、
新
自
由

主
義
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
過
度
の
正
当
化
を
招
き
、
か
え
っ
て
分
断
を
生
じ

さ
せ
て
い
る
今
日
的
状
況
を
指
摘
し
て
い
る
。
下
記
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

│
自
由
と
変
革
の
地

理
学
』〔
二
〇
一
〇
年
〕、
大
屋
定
晴
、
森
田
成
也
、
中
村
好
孝
、
岩
崎
明
子
訳
、

作
品
社
、
二
〇
一
三
年
。

　（8
）M

urphy, op. cit, pp.511-512.

　（9
）ibid., pp.518-519.

　（10
）
河
野
哲
也
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
敵

│
政
治
と
形
而
上
学
」
哲

学
論
叢
、
四
十
二
、
二
〇
一
五
年
、
一
〜
一
三
頁
。

　（11
）
唐
木
順
三
「
現
代
史
へ
の
試
み

│
型
と
個
性
と
実
存
」『
唐
木
順
三
全
集

　

第
3
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
四
九
年
。

　（12
）
和
辻
哲
郎
『
和
辻
哲
郎
全
集
１
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
四
一
一
頁
。

　（13
）
勝
部
真
長
『
青
春
の
和
辻
哲
郎
』
中
公
新
書
、
一
九
八
七
年
。

　（14
）
苅
部
直
『
光
の
領
国
・
和
辻
哲
郎
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
九
七
〜
九
八
頁
。

　（15
）
山
口
幸
男
「
人
間
及
び
人
間
社
会
の
存
在
の
風
土
性
・
空
間
性
に
関
す
る
地

理
教
育
論
的
考
察
」『
新
地
理
』
五
十
四
（
四
）、
二
〇
〇
七
年
、
三
四
〜
四
二
頁
。

　（16
）
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
三
頁
。

　（17
）
同
前
、
一
四
四
頁
。

　（18
）M

urphy, op. cit., p.507.

の
運
動
」
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

　以
上
の
研
究
成
果
は
、
批
判
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
理
論
的
補
完

へ
の
寄
与
、
な
ら
び
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
の
相
互
浸
透
が
、
通
信
技
術
の
ま
す
ま
す
の
発
展
に
伴
い
、
そ
の
境

界
面
を
拡
大
す
る
な
か
で
、
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
の
比
較
思
想
学
的
観
点
の
一
つ
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
風
土
研
究
に
お
い
て
は
、「
間
風
土
的
主
体
）
39
（

」
の
成
立
の
契
機
を
検

討
す
る
一
つ
の
観
点
を
提
起
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
残
さ
れ
た
理
論
的

課
題
と
し
て
、
行
為
連
関
的
観
点
の
有
無
が
、
本
論
文
の
結
論
に
及
ぼ
す

影
響
が
あ
げ
ら
れ
る
。
行
為
連
関
的
観
点
を
も
た
な
い
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現

象
学
に
込
め
た
、
超
国
家
的
な
（
た
だ
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
的
な
）「
普

遍
学
）
40
（

」
の
構
想
な
ら
び
に
そ
の
実
践
的
転
換
は
、（
初
期
の
仏
教
研
究
よ

り
後
に
）
和
辻
が
構
想
し
た
「
風
土
的
限
定
を
超
え
て
己
れ
を
育
て
て
行

く
」
こ
と
と
は
異
な
る
種
類
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
示
唆
す
る
。
こ

の
こ
と
が
意
味
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
別
途
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　（1
）Sevilla, A. L., “U
niversality vs. Particularity: Local Ethics in a G

lob-
al W

orld”. W
atsuji Tetsurô’s G

lobal Ethics of Em
ptiness （pp. 129-174

）, 
Palgrave M

acm
illan, 2017.

　（2
）
こ
の
テ
ー
マ
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
多
文
化
主
義
、
間
文
化
主

義
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
文
脈
に
お
い
て
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、

下
記
の
論
文
で
は
そ
れ
ら
の
議
論
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
西
原
和
久
「
越
境
す

る
実
践
と
し
て
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

│
多
文
化
主
義
を
こ
え
る
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
間
文
化
主
義
へ
の
問
い

│
」『
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
』
⑵
、
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九
一
三
年
〕、
渡
辺
二
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
年
、
一
六
頁
。

　（32
）
梅
村
麦
生
「
A
・
シ
ュ
ッ
ツ
の
同
時
性
論
」
社
会
学
評
論
、
六
七
（
二
）、
二

〇
一
六
年
、
一
六
六
〜
一
八
一
頁
。

　（33
）
和
辻
、
前
掲
『
風
土
』
四
七
〜
四
八
頁
、
一
六
五
〜
一
六
七
頁
。

　（34
）
和
辻
哲
郎
『
和
辻
哲
郎
全
集
9
』
四
六
九
頁
。

　（35
）
苅
部
、
前
掲
『
光
の
領
国
・
和
辻
哲
郎
』
一
六
七
〜
一
六
八
頁
。
フ
ッ
サ
ー

ル
も
ま
た
、
超
越
論
的
現
象
学
に
お
い
て
、
知
識
が
果
た
す
役
割
を
、
①
知
覚

や
思
考
の
充
実
が
い
か
に
行
わ
れ
、
自
然
的
経
験
や
認
識
が
い
か
に
成
立
す
る

か
、
②
経
験
や
認
識
は
ど
の
よ
う
に
類
型
化
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え

る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　（36
）
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
に
代
表
さ
れ
る
、
神
の
視
点
か
ら
の
静
態
的
な
世

界
の
記
述
が
こ
こ
で
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。

　（37
）
エ
ド
ム
ン
ド
・
フ
ッ
サ
ー
ル
『
イ
デ
ー
ン
1
│

2
』〔
一
九
一
三
年
〕、
渡
辺
二

郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
四
年
、
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
。

　（38
）
関
根
清
三
『
旧
約
に
お
け
る
超
越
と
象
徴
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四

年
、
三
七
〜
三
八
頁
、
一
一
二
頁
。

　（39
）
木
岡
伸
夫
『
風
土
の
論
理

│
地
理
哲
学
へ
の
道
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
一
一
年
、
三
一
二
〜
三
二
七
頁
。

　（40
）
森
村
修
「
フ
ッ
サ
ー
ル
「
普
遍
学
」
と
そ
の
倫
理
的
転
回
」
東
北
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
、
一
九
九
六
年
。

末
筆
な
が
ら
、
本
論
点
を
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
査
読
者
の
先
生
に
感
謝
申
し
上

げ
る
。

謝
辞
：
本
研
究
は
総
合
地
域
環
境
学
研
究
所FEAST

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
助
成

（14200116

）
を
受
け
た
。

（
お
お
た
・
か
ず
ひ
こ
、
環
境
倫
理
学
・
風
土
論
、 

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
）

　（19
）
犬
飼
裕
一
『
和
辻
哲
郎
の
社
会
学
』
八
千
代
出
版
、
二
〇
一
六
年
。

　（20
）
犬
飼
は
、
和
辻
が
『
風
土
』
や
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
に
お
い
て
、

「
人
々
が
倫
理
的
で
あ
る
と
価
値
判
断
し
て
い
る
様
態
を
観
察
す
る
学
と
し
て
の

倫
理
学
」（
犬
飼
、
前
掲
書
、
二
六
頁
）
の
探
究
が
前
面
化
し
て
い
る
こ
と
に
ふ

れ
、「
倫
理
そ
の
も
の
を
括
弧
に
入
れ
て
そ
の
社
会
的
な
あ
り
方
を
解
明
す
る
」

（
同
、
二
七
頁
）
と
い
う
和
辻
の
姿
勢
は
、
倫
理
学
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
知
識
社

会
学
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　（21
）
牧
野
英
二
『
増
補
・
和
辻
哲
郎
の
書
き
込
み
を
見
よ
！

│
和
辻
倫
理
学
の

今
曰
的
意
義
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
。

　（22
）
犬
飼
、
前
掲
書
、
四
八
〜
四
九
頁
。

　（23
）
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ
、
ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
『
生
活
世
界
の
構
造
』

〔
一
九
七
三
年
〕、
那
須
壽
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
四
三
〜
七
六
頁
。

　（24
）
同
前
、
三
六
三
〜
四
四
八
頁
。

　（25
）
同
前
、
七
八
〜
九
九
頁
。

　（26
）
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ
『
現
象
学
的
社
会
学
』〔
一
九
六
二
年
〕、
森
川

眞
規
雄
、
浜
日
出
夫
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
一
四
七
〜
一
四
八
頁
。

　（27
）
和
辻
、
前
掲
『
風
土
』
三
頁
。

　（28
）
同
前
、
一
七
頁
。

　（29
）
同
前
、
二
六
〇
頁
。
こ
の
こ
と
は
、
風
土
的
限
定
を
、
現
実
の
把
捉
の
仕
方
、

実
践
的
な
理
解
の
仕
方
、
表
象
の
仕
方
、
想
像
力
、
感
情
や
衝
動
、
そ
し
て
幸

福
の
あ
り
方
を
条
件
づ
け
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
和
辻
の
観
点
と
も
一
致

し
て
い
る
。

　（30
）
シ
ュ
ッ
ツ
、
ル
ッ
ク
マ
ン
、
前
掲
『
生
活
世
界
の
構
造
』
六
〇
〜
八
九
頁
。

　（31
）
フ
ッ
サ
ー
ル
が
一
九
一
三
年
に
、
彼
自
身
が
編
集
に
携
わ
っ
た
『
哲
学
お
よ

び
現
象
学
研
究
年
報
』
の
第
1
号
に
掲
載
し
た
『
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲

学
の
た
め
の
諸
構
想
』（
以
下
、『
イ
デ
ー
ン
』）
で
は
、「
超
越
論
的
経
験
」
に

関
す
る
検
討
を
行
う
た
め
に
、「
自
然
で
月
並
み
な
経
験
（die naturiliche, 

w
eltiche Erfahrung

）
を
行
っ
て
い
る
と
き
の
態
度
を
徹
底
的
に
変
更
す
る
」

た
め
の
手
続
き
と
し
て
現
象
学
的
還
元
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、

下
記
の
文
献
を
参
照
。
エ
ド
ム
ン
ド
・
フ
ッ
サ
ー
ル
『
イ
デ
ー
ン
1
│

1
』〔
一


