
5

「東洋学術研究」第55巻第１号

普遍的文化主義と私たち人類の道

普
遍
的
文
化
主
義
と
私
た
ち
人
類
の
道

フ
ァ
タ
ー
リ
・
Ｍ
・
モ
ガ
ダ
ム

前
川
健
一　

訳

は
じ
め
に

　
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹄
は
間
違
い
な
く
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
最
高
の

劇
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
人
間
た
ち
を
描
写
し

て
、
同
じ
セ
リ
フ
の
中
で
﹁
こ
の
世
の
美
の
極
致
﹂
で
あ
る
と

と
も
に
﹁
塵
の
塵
﹂
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
︵
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹄
第
二
幕
第
二
場
二
九
三
～
三
一
〇
行
︶あ。
こ
の
矛
盾
が

突
如
と
し
て
生
気
を
帯
び
出
す
の
は
、
私
た
ち
が
二
十
一
世
紀

に
お
い
て
人
間
が
置
か
れ
た
状
況
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
時
で

あ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
人
権
の
普
遍
的
な
規
範
を

打
ち
立
て
普
及
さ
せ
た
︵Finkel &

 M
oghaddam

, 2005

︶。
直
接
的

暴
力
に
よ
る
不
幸
な
死
は
抑
止
が
進
ん
だ
︵Pinker, 2011

︶。
医
学

の
素
晴
ら
し
い
進
歩
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
普
遍
的
な
保
健
・

医
療
の
現
実
化
に
向
け
て
歩
を
進
め
た
︵R

odin &
 de Ferranti, 

2012

︶。
国
内
総
生
産
︵
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︶
は
一
九
五
〇
年
か
ら
三
倍
以
上

に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
進
歩
は
、﹁
こ
の
世
の
美
の
極
致
﹂
と
い

う
人
間
像
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
人
権
侵
害
は
世
界
の
多
く
の
地
域
で
継
続
し
て
お
り
、

ア
メ
リ
カ
や
他
の
西
洋
の
強
国
に
よ
っ
て
侵
害
が
な
さ
れ
る
こ

と
も
稀
で
は
な
い
︵Zim

bardo, 2008

︶。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国



6

際
刑
事
裁
判
所
が
人
権
侵
害
で
標
的
と
し
て
き
た
の
は
ア
フ
リ

カ
の
指
導
者
た
ち
だ
け
で
あ
る
︵V

illa-Vicencio, 2009

︶。
第
二
に
、

肉
体
的
暴
力
の
実
際
の
レ
ベ
ル
は
、
進
歩
し
た
医
療
ケ
ア
に
よ

っ
て
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
。
医
療
の
力
を
か
り
て
、

深
刻
な
重
傷
者
が
生
存
し
続
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

一
方
、
構
造
的
暴
力
や
文
化
的
暴
力
は
、
こ
の
数
十
年
の
間
、

多
種
多
様
な
仕
方
で
昂
進
し
て
き
た
。
第
三
に
、
経
済
的
厚
生

を
示
す
広
範
な
指
標
、
た
と
え
ば
﹁
真
の
進
歩
指
標
﹂︵G
enuine 

Progress Indicator, G
PI

︶
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
来
、
低
下

を
示
し
て
い
る
︵K

ubiszew
ski, C

ostanza, Franco, Law
n, Talberth, 

Jackson, &
 Aylm

er, 2013

︶。
付
け
加
え
れ
ば
、
環
境
悪
化
は
恐
る

べ
き
速
度
で
進
行
し
て
い
る
︵Ehrlich &

 Ehrlich, 2008

︶。
富
が

ま
す
ま
す
少
数
の
者
に
帰
す
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
︵A

tkinson, 

2015; D
orling, 2014; Picketty, 2014

︶。
そ
の
結
果
、
貧
困
層
は
悲

惨
な
目
に
あ
っ
て
い
る
︵M

arm
ot, 2004

︶。
こ
う
し
た
潮
流
は
、

﹁
塵
の
塵
﹂
と
い
う
人
間
観
の
方
に
合
致
し
て
い
る
。

〈「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
転
換
点 

〉

　

科
学
者
の
主
張
に
よ
る
と
、
私
た
ち
は
人
間
社
会
の
進
化
に

お
い
て
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
﹂
な
転
換
点
に
達
し
て
お
り
、﹁
ア
ン
ト

ロ
ポ
セ
ン
︵
人
新
世
︶﹂
と 

称
さ
れ
る
時
代
の
始
ま
り
に
い
る
と

さ
れ
る
︵C

orlett, 2015

︶。
私
は
、
今
回
の
議
論
に
お
い
て
、
こ

の
こ
と
を
出
発
点
と
し
た
い
。
こ
の
新
し
い
時
代
で
は
、
地
勢

と
生
態
系
を
形
成
す
る
上
で
の
人
類
の
中
心
的
役
割
が
強
調
さ

れ
る
。

　

こ
の
新
し
い
時
代
の
始
ま
り
に
向
け
て
発
展
が
始
ま
っ
た
の

は
、
疑
い
も
な
く
お
よ
そ
一
万
二
千
年
前
で
あ
る
。
こ
の
時
か

ら
、
私
た
ち
は
集
落
を
作
り
上
げ
、
家
畜
と
改
良
さ
れ
た
農
耕

技
術
を
用
い
る
と
と
も
に
、
よ
り
効
率
的
な
社
会
組
織
を
運
用

し
、
相
当
量
の
安
定
し
た
余
剰
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
余
剰
を
基
盤
と
し
て
、
私
た
ち
は
、
き
ち
ん
と
組
織
さ
れ

た
階
層
化
さ
れ
た
社
会
を
発
展
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
統
治
の
た

め
の
特
別
な
部
署
を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
産
業
革
命
は
、

十
八
世
紀
以
後
、
私
た
ち
の
生
産
性
を
著
し
く
増
大
さ
せ
た
。

そ
し
て
、
こ
こ
何
十
年
か
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
革
命
は
、
再
び

生
産
性
の
著
し
い
向
上
を
可
能
に
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
余
剰

を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
人
間
に
よ
る
物
質
的
生
産
性

の
向
上
は
、
そ
れ
に
比
例
し
た
社
会
的
な
関
係
性
や
道
徳
性
の

質
的
向
上
を
と
も
な
わ
な
か
っ
た
。
多
様
な
形
態
の
直
接
的
・
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構
造
的
・
文
化
的
な
暴
力
は
、
大
規
模
な
環
境
悪
化
と
と
も
に
、

私
た
ち
の
持
続
的
な
生
存
に
と
っ
て
深
刻
な
課
題
を
引
き
起
こ

す
。
す
な
わ
ち
、﹁
人
新
世
﹂
時
代
は
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
﹂
な
転
換

点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
、
成
功
す
る
に
せ
よ
失
敗

す
る
に
せ
よ
、
全
員
が
と
も
に
そ
の
結
果
を
受
け
と
め
ざ
る
を

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

私
た
ち
が
﹁
こ
の
世
の
美
の
極
致
﹂
と
な
る
方
向
に
向
か
う

可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
人
間
集
団
相
互
の
関
係
を
結
ぶ

方
法
に
、
根
本
的
な
変
化
を
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
破
壊
的
な

も
の
と
な
る
危
険
を
秘
め
た
、
こ
の
転
換
点
へ
と
私
た
ち
が
導

か
れ
た
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
加
速
に
よ
る
が
、
そ
の
結
果
、

以
前
に
は
大
規
模
な
集
団
間
接
触
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
諸
集

団
の
間
で
、
か
つ
て
な
か
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
接
触
が
進
行
中
で

あ
る
︵M

oghaddam
, 2008b; 2010

︶。
い
ま
出
現
し
つ
つ
あ
る
、
こ

の
新
し
い
世
界
で
は
、
集
団
外
の
膨
大
な
人
々
と
直
接
的
に
も

間
接
的
に
も
交
流
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
受
け
入
れ
る
た
め
に

必
要
な
だ
け
の
時
間
が
な
い
ま
ま
に
そ
う
な
る
の
で
、
私
た
ち

は
多
様
性
に
対
処
す
る
た
め
の
新
し
い
方
法
を
発
展
さ
せ
、
そ

れ
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
様
性
に
対
処
す
る
伝
統

的
な
方
法
は
、
二
十
一
世
紀
の
要
求
に
応
じ
る
た
め
に
は
不
適

切
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
つ
つ
あ
る
。
伝
統
的
な
方
策
が
終
わ

る
と
と
も
に
、
人
類
は
﹁
塵
の
塵
﹂
か
ら
﹁
こ
の
世
の
美
の
極
致
﹂

へ
と
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。

　

私
た
ち
の
現
在
の
方
向
性
に
対
す
る
、
さ
ら
に
批
判
的
な
再

考
察
を
喚
起
す
る
方
法
に
関
し
て
、
私
の
控
え
め
な
提
案
は
、

多
様
性
に
対
処
す
る
た
め
の
私
た
ち
の
将
来
の
政
策
と
し
て
﹁
普

遍
的
文
化
主
義
︵om

niculturalism

︶﹂い
を
代
替
の
道
と
し
て
考
慮

す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
の
新
し
い
政
策
の
内
容
に
は
、

初
め
に
人
々
に
人
間
の
共
通
性
を
優
先
す
る
こ
と
を
教
え
、
あ

く
ま
で
も
そ
の
次
に
集
団
に
も
と
づ
く
差
異
に
注
目
す
る
こ
と

が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
と
対
照
さ
れ
る
の
が
、
現
在
人
気
の
あ
る

方
策
で
あ
る
﹁
多
文
化
主
義
︵m

ulticulturalism

︶﹂
と
、
長
き
に

わ
た
っ
て
重
要
な
方
策
で
あ
っ
た
﹁
同
化
﹂
で
あ
る
。
前
者
で

は
集
団
に
も
と
づ
く
差
異
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
が
称
賛
さ
れ
る
。

後
者
は
、
多
数
者
の
集
団
の
特
性
を
優
先
す
る
こ
と
を
典
型
的

な
内
容
と
し
て
い
る
。
私
が
用
い
て
い
る
普
遍
的
文
化
主
義
と

い
う
言
葉
の
用
法
は
新
し
い
も
の
で
あ
る
︵M

oghaddam
, 2012

︶。

し
か
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
主
要
な
観
念
は
古
く
か
ら
あ
る
も



8

の
で
あ
り
、
多
種
多
様
な
文
化
伝
統
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
人
類
が
一
体
で
あ
り
共
通
性
が
あ
る
こ
と
は
、
仏

教
の
伝
統
に
お
け
る
主
要
テ
ー
マ
で
あ
り
︵Ikeda, 2010

︶、
他
の

主
要
な
人
類
の
伝
統
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
︵M

oghaddam
, 

2016

︶。

　

今
回
の
話
は
、
四
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
最
初
の
部

分
で
は
、
私
た
ち
の
議
論
が
置
か
れ
た
文
脈
を
確
認
す
る
た
め
、

私
が
﹁
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹂
と
名
付
け
る
二
十
一
世
紀
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
性
質
と
、
そ
の
独
自
な
在
り
方
を
説
明
す
る
。

第
二
に
、﹁
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹂
の
最
も
重
要
な
帰
結
の
う

ち
二
つ
に
光
を
当
て
る
。
す
な
わ
ち
、
広
範
囲
で
急
速
に
増
大

す
る
集
団
間
接
触
と
、
第
二
に
は
、
開
か
れ
た
社
会
と
開
か
れ

た
精
神
に
賛
成
す
る
勢
力
と
、
そ
れ
ら
に
反
対
す
る
勢
力
と
の

間
の
避
け
が
た
い
衝
突
で
あ
る
。
第
三
の
部
分
で
は
、
多
様
性

に
対
処
す
る
た
め
の
主
要
な
政
策
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
が
、

特
に
多
文
化
主
義
に
焦
点
を
当
て
る
。
私
は
、
多
文
化
主
義
の

政
策
が
二
つ
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
れ
は
、

西
洋
社
会
の
教
育
制
度
の
中
で
の
少
数
派
集
団
の
活
躍
が
減
少

す
る
こ
と
と
、
グ
ル
ー
プ
間
の
差
異
と
対
立
の
強
調
に
よ
っ
て

アメリカの心理学者・モガダム博士は、イラン出身。グローバル化に伴う文化間の対立やテロリズム
の心理学、紛争解決プログラムなどの研究を重ねている。『独裁権力の心理学』『民主主義の心理学』
『個人と社会─文化的統合』その他多くの著書があり、2012年、アメリカ心理学会国際心理学部門
から「優れた国際心理学者賞」を受賞している
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過
激
派
の
運
動
が
成
長
す
る
余
地
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
は
、
普
遍
的
文
化
主
義
が
建
設
的
で
実
際
的
な
代
替
的

政
策
で
あ
り
、
二
十
一
世
紀
の
た
め
に
私
た
ち
が
グ
ロ
ー
バ
ル

に
受
け
入
れ
る
べ
き
政
策
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

一
、「
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
何
千
年
も
の
間
、
異
な
っ
た
形
態
で
存

在
し
続
け
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
二

千
年
前
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ま

で
を
覆
っ
て
い
た
し
、
十
九
世
紀
、
大
英
帝
国
は
あ
ま
り
に
広

大
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、﹁
太
陽
の
沈
む
こ
と
が
な
い
﹂
と
言
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
が
﹁
新
し
い
グ
ロ
ー

バ
ル
化
﹂
と
呼
ぶ
も
の
は
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
異
な
っ
て
お

り
、
新
し
い
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
現
在
﹁
断
裂
﹂
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
正
反
対
の
力
が
含
ま
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
と
ら
え
た
の
が
、﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経

済
、
ロ
ー
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
と
い
う
言
い
回
し
で

あ
る
︵M

oghaddam
, 2008a

︶。
経
済
的
・
技
術
的
な
力
は
、
世
界

を
更
な
る
統
合
へ
と
動
か
し
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
連
合
や
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
な
ど
と
い
っ
た
、
ま
す
ま
す
拡
大
す

る
統
合
的
組
織
も
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
力
は
、
人
々
に
﹁
一

つ
の
世
界
﹂
の
一
部
と
し
て
経
済
的
に
行
動
す
る
よ
う
う
な
が

し
て
い
る
。
他
方
で
、
ロ
ー
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
強

力
な
吸
引
力
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
そ
れ
は
基
本
的
か
つ
心
理

学
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
要
求
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る

︵M
oghaddam

, 2008a

︶。
人
々
は
ロ
ー
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
強
固
な
結
び
つ
き
を
感
じ
続
け
て
い
る
。
そ
れ
が
、
故
国
と

い
う
観
念
や
民
族
性
に
基
盤
を
有
す
る
場
合
は
特
に
そ
う
で
あ

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
拡
大
し
、
統
合
の
度
を
増
し
て
い
る
、
ま

さ
に
そ
の
時
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
バ
ス
ク
そ
の
他
の
﹁
分
離

主
義
者
﹂
の
運
動
は
強
固
な
も
の
で
あ
り
続
け
、
時
と
し
て
甚

だ
し
く
強
度
を
増
す
こ
と
も
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
経
済
的
統

合
を
強
化
し
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
時
、
ケ
ベ
ッ
ク
の
分
離
主

義
は
カ
ナ
ダ
の
統
一
を
脅
か
す
活
発
な
運
動
で
あ
り
続
け
て
い

る
。
膨
大
な
数
の
分
離
主
義
の
運
動
が
世
界
の
様
々
な
場
所
で

広
が
っ
て
い
る
︵
た
と
え
ば
、
ク
ル
ド
、
ボ
ス
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、

コ
ソ
ヴ
ォ
・
ア
ル
バ
ニ
ア
、
バ
ス
ク
、
同
様
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
や
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ア
フ
リ
カ
の
国
々
に
お
け
る
何
十
も
の
分
離
主
義
の
運
動
︶。
こ
の
よ

う
に
、
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
断
裂
し
て
い
る
。
経
済
的
・

技
術
的
な
力
は
人
々
を
よ
り
大
き
な
統
合
的
組
織
の
一
部
と
す

る
よ
う
追
い
や
る
が
、
民
族
的
・
宗
教
的
・
言
語
的
な
ど
の
集

団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
盤
は
人
々
を
ロ
ー
カ
ル
な
も
の

へ
と
吸
引
す
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
異
質
で
新
し
い
も
の
で

あ
る
の
は
、
そ
れ
を
駆
動
し
て
い
る
の
が
予
測
不
能
な
技
術
的
・

経
済
的
要
因
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
、
最
も
強
力
な
政
府

で
さ
え
監
督
下
に
置
け
な
い
、
小
規
模
の
非
政
府
関
係
者
か
ら

の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
こ
の
時
に
も
、
地
下

室
や
ガ
レ
ー
ジ
で
作
業
を
し
て
い
る
若
い
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
︵
技
術

革
新
者
︶
た
ち
の
小
集
団
が
い
て
、
わ
ず
か
な
資
本
と
資
源
だ
け

で
、
次
の
グ
ー
グ
ル
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
生

み
出
そ
う
と
し
、
ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ド
・
ウ
ェ
ブ
に
取
っ
て
代

わ
る
も
の
さ
え
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
技
術
革
新
が
今
後
三
十
年
に
わ
た
っ
て
私
た
ち
に
ど
の
よ
う

な
挑
戦
を
も
た
ら
す
か
、
正
確
に
予
言
す
る
こ
と
は
私
た
ち
に

は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
三
十
年
前
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
グ
ー

グ
ル
、フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、ツ
イ
ッ
タ
ー
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
、

私
た
ち
に
挑
戦
し
、
現
在
の
私
た
ち
を
作
り
上
げ
た
か
を
予
言

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

　

電
子
技
術
で
世
界
が
一
体
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
経
済
的
統
合

を
容
易
に
し
、
そ
れ
を
加
速
し
た
。
国
家
間
・
地
域
間
の
貿
易

に
様
々
な
障
壁
が
あ
る
こ
と
は
相
変
わ
ら
ず
で
あ
る
が
、
現
在
、

世
界
は
か
つ
て
な
い
規
模
で
経
済
的
に
一
体
化
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
〇
九
年
に
か
け
て
の
世
界
的
な

金
融
危
機
で
示
さ
れ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
や
他
の
小
さ
な
経
済

機
構
の
経
済
的
困
窮
が
、
ア
メ
リ
カ
や
中
国
、
ド
イ
ツ
と
い
っ

た
経
済
大
国
の
関
心
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン

︵
一
五
七
二
～
一
六
三
一
︶
の
詩
に
倣
え
ば
、
誰
も
が
今
で
は
経
済

的
・
技
術
的
に
全
体
の
一
部
な
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
安
全
保
障
は
今
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
な
っ

て
お
り
、
世
界
の
遠
く
離
れ
た
場
所
で
さ
え
、
相
互
依
存
し
た

全
体
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
に
は
、
大
英
帝
国
の

政
治
的
指
導
者
た
ち
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
ス
ー
ダ
ン
、
イ

エ
メ
ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
い
っ
た
遠
方
の
地
に
自
ら
の
関

心
を
有
し
て
い
た
が
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
に
坐
っ
て
い
る
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人
で
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
ス
ー
ダ
ン
、
イ
エ
メ
ン
、
サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ
ア
、
そ
の
他
そ
う
し
た
﹁
遠
く
の
﹂
場
所
か
ら
来
た
人
々

が
ロ
ン
ド
ン
を
攻
撃
す
る
と
い
う
可
能
性
ゆ
え
に
、
脅
威
を
感

じ
る
人
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
十
一
世
紀
に
は
、

最
も
強
大
な
国
の
指
導
者
た
ち
は
、
最
も
離
れ
た
場
所
で
あ
っ

て
も
、
そ
こ
か
ら
の
脅
威
に
真
剣
に
取
り
組
む
こ
と
を
強
い
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
九
・
一
一
の
テ
ロ
攻
撃
の
実
行
犯
た

ち
は
、
大
部
分
が
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
出
自
を
有
し
て
い
る
し
、

西
洋
を
標
的
と
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
攻
撃
は
一
般
的
に
、
中
近

東
と
強
固
な
つ
な
が
り
が
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ

と
が
続
い
て
い
る
。

二
、
断
裂
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
帰
結

　

断
裂
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
全
人
類
に
広
範
な
帰
結
を
も

た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
で
は
、
私
は
た
だ
、
平
和
と
民
主

制
に
と
っ
て
特
に
重
大
な
含
意
を
有
す
る
二
つ
の
帰
結
だ
け
に

焦
点
を
当
て
よ
う
。
第
一
の
帰
結
は
、
範
囲
と
速
さ
に
お
い
て

か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
の
集
団
間
接
触
に
か
か
わ
る
。
そ
れ
は
、

集
団
間
の
緊
張
と
、
時
と
し
て
直
接
的
な
も
の
と
な
る
暴
力
を
、

結
果
と
し
て
生
み
出
し
て
い
る
。
第
二
の
帰
結
に
含
ま
れ
る
の

は
、
世
界
各
地
で
民
主
制
へ
の
脅
威
が
立
ち
上
が
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

（
一
）
集
団
間
接
触
の
増
大
と
破
局
的
な
進
展 

　

全
世
界
の
膨
大
な
人
数
の
人
々
を
ま
き
こ
む
運
動
が
劇
的
に

昂
進
す
る
場
合
、そ
れ
を
引
き
起
こ
す
﹁
押
す
力
﹂
と
﹁
引
く
力
﹂

そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
を
考
え
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。﹁
押
す
力
﹂

の
要
因
は
、
人
々
が
母
国
か
ら
逃
亡
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に

な
る
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
暴
力
的
な
革
命
、
戦
争
、

侵
略
、
法
の
支
配
の
欠
如
、
人
権
抑
圧
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
そ

れ
ら
は
、
た
と
え
ば
、
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

エ
ジ
プ
ト
、リ
ビ
ア
、レ
バ
ノ
ン
、そ
の
他
多
く
の
中
近
東
の
国
々

で
一
九
七
〇
年
代
以
後
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。﹁
引
く
力
﹂
の

要
因
に
は
、
外
部
の
者
に
と
っ
て
当
該
の
社
会
を
魅
力
的
な
も

の
に
す
る
全
て
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
法

の
支
配
、
雇
用
や
教
育
の
機
会
、
高
水
準
の
安
全
や
健
康
が
含

ま
れ
る
が
、
と
り
わ
け
、
若
者
た
ち
が
平
和
に
暮
ら
し
基
本
的

自
由
を
享
受
す
る
機
会
が
含
ま
れ
る
。
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押
す
力
と
引
く
力
の
諸
要
因
に
は
、
全
世
界
で
国
・
地
域
に

よ
っ
て
大
き
な
開
き
の
あ
る
出
生
率
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
含
ま
れ

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
含
む
世
界
の
幾
つ
か
の
地
域
で
は
、

移
民
を
除
く
国
民
の
出
生
率
が
、
定
常
的
な
人
口
を
保
つ
の
に

必
要
な
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
。
日
本

と
ロ
シ
ア
も
こ
の
範
疇
に
入
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
々
が
経

験
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
人
口
減
少
と
若
年
労
働
者
の
不
足
で
あ

る
。
こ
の
難
局
に
対
処
す
る
た
め
に
は
様
々
な
方
法
が
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
単
純
労
働
の
う
ち
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
用
す
る
部
分

を
さ
ら
に
増
や
す
こ
と
、
労
働
者
の
生
産
性
の
向
上
、
退
職
年

齢
の
引
き
上
げ
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
主
要
な
解
決
策

の
一
つ
は
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
や

カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
歴
史

を
通
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
連
合
で
大
規
模
な
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
が
行
わ
れ

て
い
る
。

　

外
国
人
労
働
者
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答

え
は
、
人
口
増
大
と
労
働
力
の
過
剰
が
起
こ
っ
て
い
る
国
々
か

ら
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
の
大

多
数
の
社
会
は
、
こ
の
範
疇
に
入
る
︵
最
近
ま
で
﹁
一
人
っ
子
﹂
政

策
が
行
わ
れ
て
い
た
中
国
を
除
く
︶。
保
健
医
療
の
改
善
の
結
果
、

ア
フ
リ
カ
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
々
で

は
、
人
口
増
加
率
は
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
そ
れ
を
優

に
上
回
る
場
合
さ
え
あ
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り
、
ア
フ
リ
カ
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、

ア
ジ
ア
の
国
々
の
何
千
万
も
の
人
々
が
、
北
ア
メ
リ
カ
や
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
そ
の
他
の
労
働
需
要
が
逼
迫
し
て
い
る
地
域
︵
ア
ラ
ブ

の
湾
岸
諸
国
な
ど
︶
へ
と
移
動
す
る
こ
と
は
容
易
に
な
っ
た
。
こ

の
移
動
の
結
果
、
集
団
間
接
触
の
歴
史
が
ほ
と
ん
ど
な
い
人
間

集
団
同
士
の
接
触
が
劇
的
に
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

移
動
の
中
に
は
、
急
速
で
無
計
画
な
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

二
〇
一
五
年
の
夏
、
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
、
そ
の
他
の
中
近
東
諸

国
か
ら
の
難
民
流
出
が
加
速
し
た
。
何
百
万
人
も
の
難
民
が
西

方
に
あ
ふ
れ
出
し
、
ギ
リ
シ
ア
や
東
欧
諸
国
を
経
由
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
へ
と
向
か
っ
た
。
こ
う
し
た
難
民
た
ち
が
目
的
地

に
選
ん
だ
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
諸
国
で
あ
り
、
と
り
わ

け
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
巨
大
で

堅
調
な
経
済
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
難
民
た
ち
の
大
部
分
は
ム
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ス
リ
ム
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
︶
で
あ
り
、
彼
ら
の
多
く
は
服
装
や

振
る
舞
い
、
も
の
の
見
方
一
般
に
お
い
て
伝
統
を
守
っ
て
い

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
中
近
東
と
境
界
を
接
し
て
い
る
こ
と

が
意
味
す
る
の
は
、
移
動
距
離
仮
説
︵distance traveled hypothesis 

(M
oghaddam

, 2008b )
︶
に
よ
れ
ば
、
北
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
て
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
到
達
す
る
に
は
、
よ
り
少
な
い
資
源
︵
財
産
や
能
力
な

ど
︶
し
か
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
方
が
ず

っ
と
遠
く
、
到
達
す
る
た
め
に
は
よ
り
多
く
の
資
源
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
中
近
東
か
ら
北
ア
メ
リ
カ
に
来
た
難

民
た
ち
は
、
よ
り
大
き
な
資
源
を
持
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。

対
照
的
に
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
不
法
移
民
は
、
国
境
を
ま
た
ぎ

越
せ
ば
い
い
だ
け
な
の
で
、
ア
メ
リ
カ
に
入
る
の
に
、
よ
り
低

レ
ベ
ル
の
資
源
し
か
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
開
か
れ
た
社
会
を
護
り
拡
大
す
る
た
め
の

「
生
死
を
か
け
た
」
闘
争

　

断
裂
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
第
二
の
帰
結
は
、
二
十
一
世
紀

に
お
い
て
、
私
た
ち
が
、
開
か
れ
た
社
会
に
賛
成
す
る
勢
力
と
、

反
対
す
る
勢
力
と
の
間
で
の
生
死
を
か
け
た
闘
争
を
経
験
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
諸
勢
力
の

間
の
競
争
は
二
十
世
紀
に
お
い
て
既
に
存
在
し
た
。
と
り
わ
け
、

第
二
次
世
界
大
戦
中
や
冷
戦
時
代
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
二
十
一

世
紀
に
お
い
て
新
し
い
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
開

か
れ
た
社
会
に
対
す
る
賛
否
両
勢
力
と
も
孤
立
し
て
存
続
し

﹁
平
和
共
存
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
両
者
は
接

触
せ
ざ
る
を
得
ず
、
互
い
に
対
し
て
戦
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

　

二
十
一
世
紀
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
大
は
中
国
や
ロ

シ
ア
か
ら
、
小
は
北
朝
鮮
や
イ
ラ
ン
に
い
た
る
ま
で
の
、
比
較

的
閉
鎖
的
な
諸
社
会
に
、
巨
大
な
量
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け

る
。
外
部
の
世
界
に
対
す
る
強
固
な
障
壁
を
維
持
し
続
け
て
も
、

巨
大
な
量
の
西
洋
︵
と
ア
メ
リ
カ
、
特
に
後
者
︶
の
文
化
現
象
が
障

壁
を
突
き
抜
け
、
こ
れ
ら
独
裁
体
制
の
住
民
た
ち
に
到
達
す
る
。

若
者
た
ち
は
、
音
楽
・
映
画
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
含
む
ア
メ
リ

カ
の
大
衆
文
化
か
ら
、
広
汎
な
影
響
を
受
け
る
。
最
も
重
要
な

こ
と
は
、
よ
り
民
主
的
な
社
会
で
生
ま
れ
た
大
衆
文
化
の
中
に

表
現
さ
れ
た
自
由
と
個
人
の
観
念
が
、
世
界
中
の
若
者
に
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
念
は
、
電
子
ハ
イ
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ウ
ェ
イ
︵
超
高
速
情
報
通
信
網
︶
を
使
う
の
で
、
他
の
ハ
イ
ウ
ェ

イ
を
封
鎖
し
て
も
、
国
境
か
ら
漏
れ
出
て
し
ま
う
。
こ
う
し

た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
独
裁
体
制
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
民
主

制
を
支
持
す
る
価
値
観
の
拡
大
か
ら
脅
威
を
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
﹁
脅
威
﹂
に
対
す
る
独
裁
体
制
の
反
作
用
が
、
民

族
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
そ
の
他
の
伝
統
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
用
い
た
引
締
め
で
あ
る
。
中
国
の
支
配
者
た
ち
が
孔
子
を
は

じ
め
と
す
る
伝
統
的
思
想
家
た
ち
に
先
祖
返
り
す
る
一
方
、
プ
ー

チ
ン
は
、
ロ
シ
ア
正
教
会
を
一
例
と
す
る
伝
統
的
な
ロ
シ
ア
の

神
話
的
観
念
や
諸
制
度
に
依
り
か
か
っ
て
い
る
。
イ
ラ
ン
や
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
よ
う
な
他
の
独
裁
体
制
で
は
、
自
由
や
民
主

制
と
い
っ
た
﹁
輸
入
さ
れ
た
﹂
観
念
へ
の
防
御
と
し
て
、
体
制

側
は
宗
教
的
伝
統
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
全
て
の
﹁
防

壁
﹂
に
共
通
す
る
の
は
、﹁
私
た
ち
は
自
分
た
ち
自
身
の
真
正
な

伝
統
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
民
主
制
と
い
う

輸
入
さ
れ
た
観
念
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
考

え
で
あ
る
。
防
壁
を
さ
ら
に
強
化
す
る
も
の
と
し
て
、
ロ
シ
ア

と
イ
ラ
ン
で
は
定
期
的
な
選
挙
を
行
っ
て
、
国
民
が
意
思
決
定

に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
候
補
者

に
対
す
る
事
前
審
査
や
そ
の
他
の
指
標
か
ら
見
れ
ば
、
体
制
側

が
結
果
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い

︵M
oghaddam

, 2013

︶。

　

独
裁
的
な
政
治
体
制
は
、
社
会
を
閉
鎖
的
な
ま
ま
に
し
て
お

く
自
分
た
ち
の
行
動
を
擁
護
す
る
た
め
、
決
ま
っ
て
、
ロ
ー
カ

ル
な
伝
統
と
習
慣
に
も
と
づ
い
て
統
治
す
る
権
利
に
訴
え
、﹁
国

際
的
﹂
な
基
準
に
反
対
す
る
。
彼
ら
が
展
開
す
る
基
本
的
な
主

張
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
西
洋
的
な
民

主
制
﹂
や
、
い
わ
ゆ
る
﹁
普
遍
的
人
権
﹂
は
、
ど
こ
で
で
も
適

用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、﹁
民
主
制
﹂
と
﹁
権

利
﹂
は
、
他
の
国
々
に
内
政
干
渉
す
る
た
め
に
、
西
洋
列
強
、

な
か
ん
ず
く
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
口
実
で
あ
り
、
た

い
て
い
そ
う
し
た
国
々
に
芳
し
く
な
い
結
果
を
残
す
も
の
で
あ

る
、
と
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
率
い
ら
れ
た
多

国
籍
軍
に
よ
る
二
〇
〇
三
年
の
イ
ラ
ク
へ
の
壊
滅
的
な
侵
攻
は
、

独
裁
的
な
政
府
に
と
っ
て
は
、
手
っ
取
り
早
い
攻
撃
手
段
を
提

供
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
不
幸
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て

の
人
間
は
自
由
と
人
格
的
発
達
に
関
し
て
共
通
の
要
求
を
持
っ
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て
い
る
と
い
う
基
本
的
な
点
か
ら
の
逸
脱
だ
か
ら
で
あ
る
。
人

間
の
個
人
的
生
活
と
集
団
的
生
活
の
進
歩
を
阻
害
す
る
た
め
の

口
実
と
し
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
慣
習
と
伝
統
が
用
い
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
は
ま
だ
、
現
実
化
し
た

0

0

0

0

0

民
主
制

0

0

0

を
有
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

全
て
の
市
民
が
﹁
金
融
商
品
や
財
力
と
は
独
立
に
、
政
治
・
経

済
・
文
化
に
関
す
る
広
汎
な
意
思
決
定
に
、
十
分
な
情
報
を
得

た
上
で
、
全
面
的
か
つ
平
等
に
関
与
す
る
こ
と
﹂
を
享
受
し
て

い
る
よ
う
な
社
会
の
こ
と
で
あ
る
︵M
oghaddam

, 2016, p.4

︶。
し

か
し
、
次
の
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
化
し
た

民
主
制
と
な
る
方
向
へ
、
よ
り
大
き
な
前
進
を
遂
げ
た
社
会
が

あ
る
一
方
、
絶
対
的
な
独
裁
体
制
に
ず
っ
と
近
い
他
の
社
会
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 　
﹁
自
分
た
ち
の
や
り
方
で
や
る
﹂
こ
と
を
好
む
独
裁
体
制
や
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
の
統
治
を
維
持
す
る
各
国
家
を
支
持
す
る

こ
と
は
、
西
洋
社
会
に
お
け
る
、
多
様
性
に
対
処
す
る
政
策
と

し
て
の
﹁
集
団
間
の
差
異
を
称
賛
し
維
持
す
る
﹂
と
い
う
潮
流

と
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
は
目
を
疑
う
ほ
ど
の
一
致
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
イ
ラ
ン
の
よ
う
な
独
裁
体
制
が
少
数
者
に
対
す
る

自
分
た
ち
の
取
り
扱
い
を
正
当
化
す
る
た
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に

対
す
る
彼
ら
独
自
の
解
釈
に
も
と
づ
い
て
、ロ
ー
カ
ル
な
﹁
文
化
﹂

と
﹁
自
分
た
ち
の
や
り
方
で
統
治
す
る
﹂
権
利
と
に
訴
え
る
の

と
同
時
期
、
一
九
六
〇
年
代
以
来
の
西
洋
社
会
で
は
、﹁
多
様
性

を
称
賛
す
る
﹂
こ
と
と
、
個
々
の
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
文

化
を
維
持
す
る
こ
と
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
両
方
の

潮
流
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
な
人
間
の
欲
求
や
価
値
、
権
利
が

拒
絶
さ
れ
て
い
た
。

三
、
多
様
性
に
対
処
す
る
た
め
の
政
策

　

断
裂
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
私
た
ち
に
生
み
出
し
た
状
況
が

あ
る
と
し
て
、
私
が
属
す
る
二
十
一
世
紀
の
世
界
に
お
い
て
多

様
性
に
対
処
す
る
た
め
の
最
善
の
政
策
は
何
な
の
で
あ
ろ
う

か
？　

こ
の
状
況
に
お
い
て
は
、
人
々
や
情
報
、
資
源
は
全
世

界
を
速
や
か
、
か
つ
大
規
模
に
移
動
す
る
。
集
団
間
の
接
触
は

未
曾
有
の
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
増
大
し
続
け
て
い
る
。
私
た
ち
は

同
化

0

0

の
方
策
に
し
た
が
い
、
全
て
の
文
化
が
支
配
的
文
化
に
融

合
す
る
と
か
、
互
い
に
融
合
し
合
う
と
い
っ
た
こ
と
を
当
然
と
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見
な
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
多
文
化
主
義

0

0

0

0

0

の
政

策
に
よ
っ
て
集
団
同
士
の
差
異
を
優
先
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
私
が
論
じ
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
伝
統
的
方
策
は
両
方
と

も
大
き
な
欠
陥
が
あ
り
、
多
様
性
に
対
処
す
る
た
め
に
は
替
わ

り
の
政
策
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
の
提
案
は
、
普
遍
的
文
化
主
義

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
新
し
い
政
策
を
真
剣

に
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
共
通

性
を
優
先
し
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
次
に
、
集
団
間
の
差
異
に
注

意
を
向
け
る
の
で
あ
る
。

〈
同
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
〉

　

表
面
的
に
は
、
同
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
手
を
携
え
て
進
む

よ
う
に
見
え
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
れ
ば
、
世
界
の
多

様
な
地
域
か
ら
来
た
集
団
の
間
の
接
触
が
増
大
す
る
し
、
同
様

に
文
化
・
技
術
・
経
済
に
お
け
る
統
合
も
増
大
し
て
い
く
。
こ

の
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
同
化
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
と
対
応
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、﹁
断
裂
し
た
グ
ロ
ー

バ
ル
化
﹂
の
項
で
議
論
し
た
と
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
合
に

向
か
う
動
き
は
、
反
対
方
向
に
向
か
う
動
き
に
よ
っ
て
相
殺
さ

れ
る
。
そ
の
動
き
を
駆
動
し
て
い
る
の
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
要
求
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一

歩
立
ち
入
っ
た
レ
ベ
ル
で
は
、
同
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
同
じ

方
向
に
進
む
と
い
え
る
の
は
、
あ
く
ま
で
幾
つ
か
の
点
に
限
ら

れ
る
。

　

二
つ
の
タ
イ
プ
の
同
化
を
区
別
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る

︵M
oghaddam

, 2008a

︶。
少
数
派
の
同
化

0

0

0

0

0

0

で
は
、
少
数
派
集
団
を

多
数
派
集
団
の
文
化
に
同
化
す
る
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
、
西
洋
列
強
が
世
界
に
強
い
て
い
る
類
い
の
同

化
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
見
方
を
す
る
の
は
、
多
種
多
様

な
原
理
主
義
者
や
伝
統
主
義
者
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
民

族
主
義
者
や
宗
教
集
団
も
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
批
判
者
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
実
際
に
は
ア
メ
リ
カ
化
で
あ
り
、
西
洋
の
世

俗
的
価
値
の
拡
大
で
あ
る
、
と
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
ハ
リ
ウ

ッ
ド
文
化
﹂
と
﹁
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
﹂︵R

itzer, 2014

︶
の
強
力
で

浸
透
力
の
あ
る
影
響
を
通
じ
て
、
他
の
全
て
の
集
団
は
、
こ
の

支
配
的
な
生
活
様
式
に
同
化
す
る
よ
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
に
反
発
し
て
、
原
理
主
義

者
や
伝
統
主
義
者
は
、
彼
ら
の
目
に
は
四
面
楚
歌
に
見
え
る
自

ら
の
生
活
様
式
を
引
き
締
め
防
御
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
第
二
の
種
類
の
同
化
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
ち

ら
に
つ
い
て
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
坩
堝
型

同
化
で
あ
り
、
全
て
の
集
団
を
互
い
に
融
合
さ
せ
、
新
し
い
グ

ロ
ー
バ
ル
な
文
化
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
を
一
つ
の
特
徴

と
し
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
大
衆
音
楽
や
娯
楽
、
あ
る
い
は
食
べ
物
と
い
っ
た
領
域

で
は
、
多
種
多
様
な
混
淆
が
進
行
中
で
あ
り
、
多
く
の
異
な
る

文
化
が
寄
与
し
て
、
誰
に
と
っ
て
も
新
奇
な
も
の
が
結
果
と
し

て
出
て
く
る
、
と
。
し
か
し
、
全
て
の
文
化
が
新
し
い
グ
ロ
ー

バ
ル
な
文
化
に
寄
与
す
る
と
い
う
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
一
見
す

る
と
平
等
主
義
的
で
あ
る
が
、
批
判
者
た
ち
は
、
西
洋
と
ア
メ

リ
カ
︵
特
に
後
者
︶
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
優
越
が
席
巻
し
強
化
さ
れ

て
い
る
の
は
軍
事
力
に
よ
る
も
の
だ
と
見
て
お
り
、
こ
の
プ
ロ

セ
ス
を
退
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
者
た
ち
は
、
西
洋
文
化

と
ア
メ
リ
カ
文
化
︵
特
に
後
者
︶
に
対
し
て
防
壁
を
築
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ロ
シ
ア
や
イ
ラ
ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、

北
朝
鮮
、
中
国
と
い
っ
た
国
々
の
政
府
は
、
わ
ず
か
数
ヵ
国
を

名
指
し
し
て
、
電
子
的
障
壁
や
そ
の
他
の
障
壁
を
築
い
て
い
る
。

　

究
極
的
に
は
、
同
化
に
対
す
る
最
も
重
要
な
反
作
用
は
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
要
求
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
集
団
、
特
に
宗
教
集
団
や
民
族
主
義
者
は
、
彼
ら

独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
生
活
様
式
を
維
持
す
る
必
要
を

主
張
し
て
き
た
。
彼
ら
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
化
に
同
化
し
た
い

と
は
思
っ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
支
配
さ
れ
た
文
化
な
ら
、

特
に
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
と
づ
く
反

作
用
は
、
多
様
性
に
対
処
す
る
た
め
の
、
明
ら
か
に
よ
り
民
主

的
な
、
新
し
い
政
策
の
興
隆
と
符
号
し
て
い
る
。
次
は
そ
れ
を

取
り
上
げ
よ
う
。

〈
多
文
化
主
義
〉

　
﹁
国
民
的
統
合
が
、
も
し
深
い
人
格
的
な
意
味
に
お
い
て
何
事

か
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
自
身
の
個
人
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
信
頼
に
も
と
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
こ
こ
か
ら
、
他
の
人
々
の
個
人
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
へ
の
尊
敬
が
育
ま
れ
、
考
え
や
振
る
舞
い
、
前
提
を
進
ん

で
共
有
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
多
文
化
主
義
と

い
う
積
極
的
な
政
策
は
、
こ
の
最
初
の
信
頼
感
を
生
み
出
す
こ

と
を
助
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
全
て
の
人
に
と
っ

て
の
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
に
も
と
づ
く
社
会
は
、
そ
の
基
礎
を
形
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成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
﹂。

　

こ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
首
相
ピ
エ
ー
ル
・
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ト
ル
ド
ー

︵
一
九
一
九
～
二
〇
〇
〇
︶
が
、
一
九
七
一
年
八
月
八
日
に
カ
ナ
ダ

庶
民
院
︵
下
院
︶
で
行
っ
た
演
説
の
一
部
で
あ
る
︵Trudeau 1971, 

1992

︶。
こ
の
同
じ
演
説
で
、
ト
ル
ド
ー
は
、
カ
ナ
ダ
に
は
公
定

の
文
化
は
な
く
、
個
人
は
そ
の
生
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
文
化

に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
断
言
し
て
い
る
。
ト
ル

ド
ー
の
演
説
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
世
界
の
大
部
分
を
席
巻

し
た
多
文
化
主
義
運
動
の
一
部
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、﹁
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
へ
の
関
心
が
、
個
人
や
集
団
が
生
き
る
上
で
中

心
部
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
と
結
び
つ
い
て
い
た

の
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
関
心
の
増
大

で
あ
る
。
特
に
少
数
派
集
団
の
メ
ン
バ
ー
は
、
自
分
た
ち
の
ル
ー

ツ
に
還
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
築
し
、﹁
差
異
﹂
を
称

賛
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
は
多
文
化
主
義
を
国
の
公
式
の
政

策
と
し
て
採
用
し
た
最
初
の
国
家
に
な
り
、
他
の
多
く
の
国
で
、

多
文
化
主
義
は
事
実
上
、
国
の
政
策
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︵N

ovoa 

&
 M

oghaddam
, 2014

︶。

　

多
文
化
主
義
運
動
は
少
数
者
の
権
利
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

そ
れ
は
、
少
数
者
に
当
然
与
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
権

利
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
、
庶
民
院
で
行
っ
た
多
文
化
主
義
に

つ
い
て
の
演
説
︵
前
掲
︶
で
、
ト
ル
ド
ー
首
相
は
、
多
文
化
主
義

に
よ
っ
て
﹁
⋮
⋮
全
て
の
人
に
と
っ
て
の
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
に

も
と
づ
く
社
会
は
、そ
の
基
礎
を
﹂
築
く
で
あ
ろ
う
と
明
言
し
た
。

少
数
派
集
団
は
、
彼
ら
に
当
然
与
え
ら
れ
る
べ
き
権
利
を
与
え

ら
れ
、
公
正
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
少
数
派
の
権
利
に
関
連

し
て
多
彩
な
運
動
が
興
起
し
て
い
た
。
そ
の
旗
印
と
し
て
掲
げ

ら
れ
た
の
は
、﹁
女
性
の
権
利
﹂﹁
黒
人
の
権
利
﹂﹁
ヒ
ス
パ
ニ
ッ

ク
︵
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
系
住
民
︶
の
権
利
﹂﹁
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
︵
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
︶
の
権
利
﹂﹁
ゲ
イ
の
権
利
﹂
等
な
ど
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
き
た
の
は
、
特
に
人
種
的
少
数
派

は
多
文
化
主
義
の
政
策
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
で
私
が
示
す
よ
う
に
、
人
種

的
少
数
派
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
議
論
に
は
致
命
的
な
欠
陥
が

あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
多
文
化
主
義
は
全
て
の
人
に
と
っ
て

の
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
を
生
み
出
す
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
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〈
多
文
化
主
義
と
少
数
派
の
活
躍

─
教
育
の
場
合
〉

　

当
初
か
ら
、
人
種
的
少
数
派
に
対
す
る
多
文
化
主
義
の
イ
ン

パ
ク
ト
は
問
題
含
み
で
あ
っ
た
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
有
害
で

さ
え
あ
っ
た
。
二
十
世
紀
に
お
い
て
、
女
性
は
、
男
女
が
同
等

に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
男
性
と
の

競
争
を
当
然
と
す
る
教
育
シ
ス
テ
ム
の
中
に
参
入
し
た
。
女
性

の
場
合
と
は
違
い
、
多
文
化
主
義
は
、
ど
の
よ
う
に
﹁
人
種
的

少
数
派
は
異
な
っ
て
﹂
お
り
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
扱
わ
れ

る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
に
照
明
を
当
て
る
結
果
に
な
っ
た
。

集
団
に
も
と
づ
く
差
異
を
優
先
し
た
こ
と
は
、
意
図
し
な
い
帰

結
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
現
在
、
学
校
や
大
学
で
は
、
ど
れ
ほ

ど
人
種
的
少
数
派
が
異
な
っ
て
い
る
か
を
称
賛
し
強
調
し
て
お

り
、﹁
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
月
間
﹂
や
﹁
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
月

間
﹂
を
公
式
に
設
定
し
た
り
、﹁
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
文

化
﹂
の
課
程
を
設
け
た
り
と
い
っ
た
こ
と
を
し
て
い
る
。
人
種

的
少
数
派
に
属
す
る
学
生
は
、
現
在
で
は
、
自
分
た
ち
が
異
な

っ
て
い
る
と
考
え
、﹁
自
分
た
ち
の
異
質
性
﹂
を
称
賛
し
、
そ
れ

に
も
と
づ
い
て
振
る
舞
う
よ
う
促
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
驚
く

べ
き
こ
と
で
も
な
い
が
、
人
種
的
少
数
派
の
学
生
は
、
自
ら
の

教
育
の
向
上
に
関
し
て
、
伝
統
的
な
﹁
白
人
﹂
中
流
階
級
の
キ

ャ
リ
ア
か
ら
は
逸
れ
た
、
異
な
る
径
路
で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と

に
な
る
。
対
照
的
に
、
教
育
分
野
に
お
い
て
、
女
性
は
、
い
か

に
自
分
た
ち
が
男
性
と
異
な
っ
て
い
な
い
か
を
強
調
し
、
首
尾

よ
く
男
性
と
競
争
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

女
性
と
人
種
的
少
数
派
そ
れ
ぞ
れ
が
た
ど
る
異
な
る
径
路
は
、

教
育
に
お
い
て
著
し
く
異
な
っ
た
結
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。

女
性
は
、
現
在
で
は
高
等
教
育
に
お
い
て
、
首
尾
よ
く
男
性
と

競
争
し
て
お
り
、
多
く
の
分
野
で
男
性
を
凌
い
で
い
る
。
教
育

の
問
題
は
﹁
ど
う
し
た
ら
女
性
は
追
い
つ
け
る
か
﹂
か
ら
﹁
ど

う
し
て
男
性
は
後
塵
を
拝
す
る
の
か
﹂︵C

onger &
 Long, 2010

︶、

﹁
女
性
の
進
出
は
教
育
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
﹂︵D

iPrete 

&
 B

uchm
ann, 2013

︶
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
高
等
教
育
の
在
学

生
の
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
女
性
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学

は
、
よ
り
多
く
の
男
性
を
勧
誘
す
る
た
め
、
大
規
模
な
ア
メ
リ

カ
ン
・
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
課
程
に
投
資
し
て
い
る
。
医
療
・
法

学
・
科
学
の
大
学
院
課
程
で
、
女
性
は
現
在
、
少
な
く
見
積
も

っ
て
も
、
男
性
と
互
角
で
あ
る
。
女
性
は
ま
た
、
大
学
院
課
程

と
結
び
つ
い
た
ビ
ジ
ネ
ス
や
行
政
に
お
い
て
、
大
き
な
地
歩
を
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築
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
教
育
に
お
い
て
、
人
種
的
少
数
派

の
活
躍
が
比
較
的
乏
し
い
の
と
比
較
す
る
と
、
劇
的
な
対
照
で

あ
る
︵D

ixson &
 R

ousseau, 2006; K
ena, M

usu-G
illette, R

obinson, 

W
ang, R

athbun, et al., 2015

︶。

　
﹃
私
た
ち
の
子
ど
も

─
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
危
機
﹄

と
い
う
見
事
な
本
の
中
で
、
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
︵Putnam

, 

2015

︶
は
、
次
の
様
に
状
況
を
明
確
化
し
て
い
る
。﹁
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
不
平
等
は
、
次
第
に
教
育
を
通
じ
て
作
用
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
⋮
⋮
女
性
は
、
現
在
で
は
、
男
性
よ
り
も
大

学
を
卒
業
す
る
確
率
が
高
い
。
⋮
⋮
人
種
的
差
異
に
関
し
て
進

展
し
た
こ
と
は
、［
以
前
ほ
ど
］
元
気
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

⋮
⋮
刑
事
事
件
へ
の
関
与
や
学
校
教
育
に
関
す
る
人
種
間
の
格

差
は
巨
大
な
ま
ま
で
あ
る
。
⋮
⋮
黒
人
の
子
ど
も
た
ち
は
、
同

じ
収
入
水
準
で
ス
タ
ー
ト
し
た
白
人
の
子
ど
も
た
ち
に
比
べ
て
、

上
方
へ
の
階
層
移
動
を
経
験
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
下
方
へ
の

階
層
移
動
を
経
験
す
る
こ
と
が
多
い
﹂︵pp. 18-19

︶。

　

私
の
論
点
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
教
育
に
お

い
て
女
性
が
著
し
く
成
功
し
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
ヒ

ス
パ
ニ
ッ
ク
の
活
躍
が
相
対
的
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
要
因
の
一
つ
は
、
女
性
が
白
人
男
性
と
真
正
面
か
ら
競
争
し

た
の
に
対
し
、
多
く
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
ヒ
ス
パ
ニ

ッ
ク
は
多
文
化
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
影
響
さ
れ
て
、
自
分
た

ち
は
﹁
異
質
﹂
で
あ
り
、
主
流
と
は
違
う
道
を
下
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

彼
ら
は
人
種
的
少
数
派
の
二
大
集
団
で
あ
り
、
現
在
お
よ
そ
一

億
一
千
万
人
︵
ア
メ
リ
カ
の
全
人
口
の
三
分
の
一
︶
に
達
し
て
い
る
。

教
育
に
お
け
る
彼
ら
の
活
躍
が
乏
し
い
こ
と
は
問
題
を
含
ん
で

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
十
一
世
紀
の
経
済
で
は
、
は
る
か
に
熟

練
度
が
高
く
、
よ
り
良
い
教
育
を
受
け
た
労
働
力
が
必
要
と
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
多
文
化
主
義
、
過
激
化
、
断
裂
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
〉

　

世
界
の
舞
台
で
は
、
多
文
化
主
義
の
運
動
は
、
断
裂
し
た
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
特
定
の
側
面
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
民

族
・
人
種
・
宗
教
な
ど
と
い
っ
た
、
異
な
る
集
団
の
間
の
差
異

を
称
賛
し
作
り
出
す
と
い
っ
た
側
面
で
あ
る
。
特
に
、
多
文
化

主
義
の
下
に
横
た
わ
る
相
対
主
義
は
、
権
利
と
義
務
、
共
通
の

人
間
的
価
値
、
共
有
さ
れ
る
人
間
的
特
性
と
い
っ
た
普
遍
的
な

原
則
を
拒
否
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
、
作
り
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出
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
す
る
人
間
た
ち
が
、
ど
の

道
も
互
い
に
同
じ
価
値
を
持
つ
と
い
っ
て
、
自
分
た
ち
の
﹁
異

な
る
文
化
の
道
﹂
を
歩
み
続
け
る
こ
と
を
権
利
だ
と
思
っ
て
い

る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
七
一
年
の
カ
ナ

ダ
庶
民
院
で
の
演
説
で
、
ピ
エ
ー
ル
・
ト
ル
ド
ー
が
、
カ
ナ
ダ

に
は
公
定
の
文
化
は
な
い
と
言
っ
た
時
に
、
暗
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
含
意
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ど
の
文
化
も
他
の
文
化
に
優

越
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

皮
肉
な
こ
と
に
、
多
文
化
主
義
の
下
に
横
た
わ
る
相
対
主
義

は
、
過
激
な
宗
教
集
団
に
通
じ
る
ド
ア
を
開
け
て
し
ま
っ
た
。

彼
ら
は
、
多
文
化
主
義
的
な
社
会
の
核
心
に
あ
る
は
ず
の
開
か

れ
た
態
度
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
︵M

oghaddam
, 2006, 

2008a, 2010

︶。
す
な
わ
ち
、
民
主
制
の
も
と
で
手
に
入
る
自
由
と

人
権
を
利
用
し
て
、
彼
ら
は
そ
の
同
じ
自
由
と
人
権
に
対
し
て

戦
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
集
団
の
中
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ジ

ハ
ー
ド
を
標
榜
す
る
多
種
多
様
な
暴
力
的
な
運
動
が
あ
る
。
彼

ら
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
膨
大
な
数
の
襲
撃
に
責
任
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
、
マ
ド
リ
ッ
ド
、
パ
リ

と
い
っ
た
西
洋
の
主
要
都
市
の
他
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
サ

ン
バ
ー
ナ
ー
デ
ィ
ー
ノ
と
い
っ
た
、
も
っ
と
遠
隔
の
場
所
で
も

起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト

た
ち
は
相
対
主
義
者
で
は
な
い
。
し
か
し
、
相
対
主
義
と
、
集

団
に
も
と
づ
く
差
異
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と
が
、
彼
ら
に
成

長
の
余
地
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
私
た
ち
に
共
通
す

る
人
間
性
を
拒
否
し
、
人
間
は
多
く
の
重
要
な
点
で
と
て
も
似

て
い
る
と
い
う
事
実
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

　

結
論
す
る
と
、
多
文
化
主
義
が
、
集
団
に
も
と
づ
く
差
異
を

優
先
す
る
こ
と
と
、
そ
の
基
盤
に
あ
る
相
対
主
義
は
、
ア
メ
リ

カ
の
教
育
制
度
の
中
で
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
ヒ
ス
パ
ニ

ッ
ク
の
活
躍
を
助
け
る
こ
と
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
邪
魔
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
で
人
種
的
少
数
派
に
よ
る
教
育
成
果
が
乏
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は
同
様
の
役

割
を
担
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
教
育
成
果
に
お
い

て
強
力
で
独
立
し
た
役
割
を
果
た
す
、
社
会
経
済
的
背
景
の
役

割
を
削
減
す
る
も
の
で
は
な
い
︵A

girdag, van H
outte &

 van 

A
m

erm
aet, 2010

︶。
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四
、
普
遍
的
文
化
主
義

　
﹁
普
遍
的
文
化
主
義
の
要
請
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
他
者
と

の
交
流
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
下
で
、
人
間
集
団
の
一

員
と
し
て
あ
な
た
が
他
の
人
々
と
共
有
し
て
い
る
特
質
を
、
第

一
に
優
先
せ
よ
﹂︵M

oghaddam
, 2012, p. 318

︶。

　

私
が
提
案
す
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、﹁
普
遍
的
文
化
主
義

の
要
請
﹂
に
も
と
づ
い
て
、
家
族
の
中
で
社
会
化
さ
れ
、
学
校

で
教
育
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
て
の

人
間
が
共
通
に
有
し
て
い
る
も
の
を
最
高
度
に
優
先
し
、
自
ら

を
何
よ
り
も
ま
ず
人
類
の
一
員
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
、
目
標

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
た
ち
に
集
団
に
も
と
づ

く
差
異
を
優
先
す
る
よ
う
教
え
、
自
ら
を
何
よ
り
も
ま
ず
人
種

集
団
Ｘ
、
宗
教
Ｙ
等
々
の
一
員
と
し
て
考
え
る
と
い
う
、
多
文

化
主
義
の
気
風
と
、
こ
れ
は
反
対
の
方
向
に
あ
る
。 

　

普
遍
的
文
化
主
義
に
は
、
私
た
ち
に
付
与
さ
れ
る
も
の
と

し
て
の
権
利
と
、
私
た
ち
が
他
者
に
付
与
す
る
も
の
と
し
て

の
義
務
の
両
方
が
含
ま
れ
る
︵M

oghaddam
, 2000; M

oghaddam
, 

Slocum
, Finkel, &

 H
arré, 2000

︶。
一
方
で
は
、
人
間
の
範
疇
に
含

ま
れ
、
多
く
の
重
要
な
共
通
の
人
間
的
特
性
の
全
て
を
持
つ
人

格
と
し
て
扱
わ
れ
る
権
利
を
、
私
た
ち
の
誰
も
が
付
与
さ
れ
て

い
る
。
他
方
で
は
、
私
た
ち
の
共
通
の
人
間
性
と
重
要
な
共
有

の
特
性
を
優
先
し
、
他
者
を
こ
の
同
じ
﹁
包
括
的
﹂
な
仕
方
で

扱
う
と
い
う
義
務
を
、
私
た
ち
全
員
が
共
有
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
権
利
と
義
務
は
相
互
に
依
存
し
て
お
り
、
相
互
に
組
み
合

わ
さ
っ
て
い
る
。

　

普
遍
的
文
化
主
義
が
政
策
と
し
て
公
正
で
あ
る
こ
と
は
、
ジ

ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
︵R

aw
ls, 1971

︶
の
有
名
な
思
考
実
験
を
考
え

れ
ば
、
さ
ら
に
明
白
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
役
割
が
再

び
割
り
当
て
ら
れ
る
が
、
私
た
ち
は
誰
も
自
分
の
未
来
の
役
割

が
ど
う
な
る
か
確
信
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
世
界
を
想
像
し
て

み
る
。
こ
の
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
自

分
た
ち
が
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
か
確
信
を
持
て
な
い
。
例

え
ば
、
自
分
が
男
性
で
あ
る
の
か
女
性
で
あ
る
の
か
、
黒
人
か

白
人
か
、
裕
福
か
貧
乏
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
私
た
ち
は

確
信
が
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
思
考
実
験
は
、
特
定
の

役
割
や
集
団
へ
の
帰
属
を
無
視
し
て
、
全
て
の
人
間
が
共
通
の

人
間
性
に
よ
っ
て
公
正
に
扱
わ
れ
る
よ
う
な
世
界
を
構
築
す
る
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よ
う
、
私
た
ち
を
促
す
の
で
あ
る
。
問
題
は
、﹁
貧
し
い
黒
人
は

ど
う
扱
わ
れ
る
べ
き
か
﹂
と
か
﹁
裕
福
な
白
人
女
性
は
ど
う
扱

わ
れ
る
べ
き
か
﹂
か
ら
、﹁
人
間
は
ど
う
扱
わ
れ
る
べ
き
か
﹂
に

変
わ
る
の
で
あ
る
。

　

普
遍
的
文
化
主
義
は
、
そ
の
包
括
的
な
性
格
に
よ
っ
て
、
民

主
制
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
、
よ
り
少
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
多

文
化
主
義
が
、
民
主
制
に
与
え
た
有
害
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
対
照

的
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
の
結
果
、

北
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
お
け
る
政
治
の
バ
ル
カ
ン

化
を
も
た
ら
し
た
。
選
挙
に
お
い
て
は
投
票
者
の
ブ
ロ
ッ
ク
が

出
現
し
、
或
る
人
が
誰
に
投
票
す
る
か
は
、
そ
の
人
の
宗
教
的
・

人
種
的
そ
の
他
の
集
団
と
の
結
び
つ
き
に
関
連
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
投
票
に
影
響
を
及
ぼ
す
特
定
の
集
団
へ
の
帰
属
は
、
か

な
り
の
程
度
、
国
に
よ
っ
て
違
う
が
、
北
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
連
合
の
ほ
と
ん
ど
の
社
会
で
、
バ
ル
カ
ン
化
が
顕
在
化
す

る
傾
向
に
あ
る
。

　

例
え
ば
、
研
究
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
宗
教

が
特
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
お
り
︵W

ald &
 C

alhoun-B
row

n, 

2014

参
照
︶、
Ｅ
Ｕ
の
現
状
で
は
宗
教
よ
り
も
人
種
の
方
が
重
要

と
な
る
傾
向
が
あ
る
︵
例
え
ばH

ajnal &
 Trounstine, 2014

︶。
し
か

し
、
こ
の
潮
流
の
行
き
着
く
先
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
う
し
た
多
文
化
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
投
票
は
、
民

主
制
の
質
を
低
下
さ
せ
る
。
対
照
的
に
、
普
遍
的
文
化
主
義
は
、

宗
教
・
人
種
や
そ
れ
に
類
し
た
も
の
に
も
と
づ
く
投
票
を
拒
否

し
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
か
と
は
無
関
係
に
、
候
補
者
の

資
質
に
も
と
づ
い
た
投
票
を
優
先
す
る
の
で
あ
る
。

　

普
遍
的
文
化
主
義
の
第
二
の
段
階
は
、
集
団
の
差
異
を
認
識

し
、
そ
れ
に
注
意
を
払
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人

間
の
共
通
性
が
常
に
優
先
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ

は
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
、
次

の
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
社
会
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
共
有
す
る
も
の
や
、
人
々
の
間
の
共

通
性
に
比
較
す
れ
ば
、
人
種
・
宗
教
・
民
族
そ
の
他
の
集
団
の

間
の
差
異
は
小
さ
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
照
明
が
当
て
ら

れ
た
り
強
調
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
化
は
、
ほ
と
ん
ど
の
文
化
に
見
ら
れ
る
伝
統
的

な
思
潮
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
思
潮
に
お
い
て
は
、

自
民
族
中
心
主
義
の
結
果
、
集
団
は
集
団
に
も
と
づ
く
差
異
を
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優
先
し
、
一
般
的
に
、
自
分
た
ち
は
異
な
っ
て
い
る
と
と
も
に

勝
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
︵LeVine and C

am
pbell, 1972; 

M
oghaddam

, 2008a

︶。
こ
の
こ
と
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
普
遍

的
文
化
主
義
の
実
行
は
︵
ロ
ー
ル
ズ
の
思
考
実
験
と
同
様
︶、
特
定

の
特
別
な
認
知
・
行
動
の
様
式
を
持
っ
た
市
民
を
必
要
と
し
、

そ
の
認
知
・
行
動
の
様
式
は
涵
養
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
次
に
取
り
上
げ
よ
う
。

〈
民
主
的
な
市
民
と
普
遍
的
文
化
主
義
〉

　

普
遍
的
文
化
主
義
政
策
の
発
展
と
実
践
は
、
人
々
が
思
考
し

行
動
す
る
仕
方
の
変
更
を
要
求
す
る
。
と
り
わ
け
、
人
間
の
共

通
点
と
人
間
性
が
同
一
で
あ
る
こ
と
と
を
優
先
す
る
方
向
へ
の

変
更
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
変
化
が
起
こ
る
可

能
性
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
十
分
な
変

化
を
も
た
ら
す
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
？　

こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
研
究
者

は
変
化
の
心
理
学
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
方
向

性
で
あ
る
︵de la Sabblonnière, Taylor, Perozzo &

 Sadykova, 2009; 

M
oghaddam

, 2002

︶。 

し
か
し
な
が
ら
、﹁
順
応
性
﹂
と
﹁
可
塑
性
﹂

は
、
研
究
者
の
一
団
、
す
な
わ
ち
神
経
科
学
の
学
者
た
ち
に
よ

っ
て
、
精
力
的
に
研
究
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
は
彼
ら
か
ら
幾

つ
か
の
ア
イ
デ
ア
を
借
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
政
治
的
可
塑
性

─
人
々
は
政
治
的
な
思
考
と
行
動
の

様
式
を
、
ど
の
程
度
、
そ
し
て
、
ど
れ
く
ら
い
の
速
さ
で
、

変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
〉

　
﹁
可
塑
性
﹂
と
い
う
用
語
は
、
神
経
科
学
の
研
究
に
お
い
て
、

人
間
の
脳
の
変
化
に
言
及
す
る
た
め
に
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
研
究
が
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
お
よ
そ
二
十
五
歳
以
後
の
成

人
と
比
較
し
て
、
脳
の
可
塑
性
は
、
人
生
の
早
期
の
段
階
の
方

が
高
い
。
発
達
に
お
い
て
は
特
定
の
﹁
臨
界
の
﹂︵﹁
感
度
が
よ
い
﹂

と
言
う
場
合
も
あ
る
︶
時
期
が
あ
る
こ
と
も
、
研
究
に
よ
り
示
唆

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
言
語
習
得
は
お
そ
ら
く
は
八
歳
か
ら

十
歳
の
こ
ろ
ま
で
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
で

は
、
何
ら
か
の
言
語
を
習
得
し
て
い
な
い
子
ど
も
は
、
言
語
習

得
を
極
端
に
難
し
く
思
う
こ
と
に
な
り
、
心
理
的
に
傷
つ
い
た

ま
ま
成
人
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
経
系
の
可
塑
性
と
臨
界
期
に

つ
い
て
の
研
究
は
、
政
治
領
域
で
の
可
塑
性
に
つ
い
て
魅
惑
的

な
問
題
を
提
起
す
る
。
し
か
し
、﹁
社
会
的
可
塑
性
﹂︵C

ollins, 
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2015; R
odriguez, R

ebar &
 Fow

ler-Fin, 2013

︶
や
﹁
文
化
的
可
塑
性
﹂

︵Takagi, Silverstein &
 C

rim
m

ins, 2007

︶
と
い
っ
た
関
連
す
る
主

題
に
つ
い
て
の
研
究
で
入
手
可
能
な
も
の
は
、
私
た
ち
に
と
っ

て
ほ
と
ん
ど
手
引
き
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、そ
れ
ら
が
大
部
分
、

動
物
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
一
因
が
あ
る
。
革
命

︹
イ
ラ
ン
革
命
︺
を
経
た
社
会
で
暮
ら
し
た
と
い
う
私
の
個
人
的

経
験
と
、
私
が
行
っ
た
、
実
験
で
得
ら
れ
た
明
証
に
も
と
づ
く

研
究
と
歴
史
学
的
な
事
例
研
究
と
に
も
と
づ
き
、
政
治
的
可
塑

0

0

0

0

0

性0

に
関
し
て
、
す
な
わ
ち
、
所
与
の
時
期
に
お
け
る
政
治
的
振

る
舞
い
に
つ
い
て
変
化
が
ど
の
く
ら
い
の
範
囲
で
可
能
な
の
か

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
若
干
の
所
見
を
提
供
し
よ
う
。

　

協
調
性
と
順
応
性
に
関
す
る
実
験
上
の
明
証
︵M

oghaddam
, 

2005, chapters 15&
16

︶
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
極
端
な
条

件
は
普
通
の
人
々
を
特
定
の
領
域
に
お
け
る
振
る
舞
い
の
変
更

へ
と
導
き
、
予
見
し
て
い
な
か
っ
た
極
端
な
行
動
を
と
る
こ
と

さ
え
あ
る
。
例
え
ば
、
ミ
ル
グ
ラ
ム
︵M

ilgram
, 1974

︶
の
有
名

な
一
連
の
研
究
は
、
今
日
で
も
有
効
で
あ
る
が
︵B

urger, 2009

︶、

そ
れ
に
よ
る
と
、
通
常
の
性
格
特
性
を
有
す
る
人
々
が
、
権
威

を
持
っ
た
人
物
に
服
従
し
て
、
見
知
ら
ぬ
人
に
、
深
刻
な
危
害

︵
と
彼
ら
に
は
思
わ
れ
る
こ
と
︶
や
、
命
に
か
か
わ
る
危
害
さ
え
も

加
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
や
そ
の
他
の
独

裁
体
制
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
よ
う
な
極
端
な
状
況
に
つ
い

て
の
歴
史
学
的
事
例
研
究
が
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
普
通
の
人
々

が
、
同
胞
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
、
以
前
に
は
平
和
に
共
存
し

て
い
た
他
者
に
対
し
て
、
甚
し
い
破
壊
衝
動
に
満
ち
た
状
態
に

変
化
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

人
類
学
的
な
事
例
研
究
の
示
す
と
こ
ろ
で
も
、
同
じ
こ
と
が

起
こ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
実
例
は
タ
ー
ン
ブ
ル

に
よ
る
イ
ク
族
の
研
究
で
あ
る
︵Turnbull, 1972

︶。
イ
ク
族
は
遊

牧
を
伝
統
と
す
る
種
族
で
あ
っ
た
が
、
不
慣
れ
な
土
地
に
強
制

移
住
さ
せ
ら
れ
、
三
世
代
を
経
た
後
に
は
、
自
ら
の
生
き
残
り

の
た
め
に
は
自
分
の
子
や
親
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
、
自
己
破

壊
的
な
個
人
の
集
り
へ
と
頽
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

人
間
が
ど
の
よ
う
に
破
壊
的
な
も
の
に
変
化
し
う
る
か
、
独

裁
下
の
暮
ら
し
の
最
悪
の
面
を
呈
す
る
よ
う
に
変
化
し
う
る
か

と
い
っ
た
こ
と
を
、
こ
う
し
た
実
例
は
示
し
て
い
る
が
、
破
壊

的
・
独
裁
的
な
状
況
か
ら
速
や
か
に
建
設
的
・
民
主
的
な
生
活
形

態
に
変
化
し
た
人
々
に
つ
い
て
は
、
数
少
な
い
実
例
し
か
見
い
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だ
せ
な
い
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
何
千
年
に
も
わ
た
る
独

裁
的
状
況
の
も
と
で
、
私
た
ち
が
心
理
学
的
特
性
と
社
交
技
能

を
発
展
さ
せ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
す

ら
、
民
主
制
を
樹
立
す
る
よ
り
も
、
独
裁
体
制
を
樹
立
す
る
方

が
依
然
と
し
て
ず
っ
と
容
易
な
の
で
あ
る
︵M

oghaddam
, 2013, 

2016

︶。
独
裁
体
制
に
対
す
る
革
命
の
結
果
、
独
裁
者
は
追
放
さ

れ
て
も
、
別
の
独
裁
者
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
が
、
次
か
ら
次
へ
と
繰
り
返
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ラ
ン

や
ロ
シ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
が
そ
う
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
日
本
は
、
大
規
模
な
社
会
に
お
い
て
、
比
較
的
速
や
か
に
独

裁
体
制
か
ら
民
主
制
へ
変
化
し
た
成
功
例
の
一
つ
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
外
国
に
よ
る
占
領
を
通
じ
て
﹁
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
﹂
式

に
押
し
付
け
ら
れ
た
変
化
で
あ
り
、
識
字
率
が
高
く
工
業
化
し

た
地
域
住
民
が
必
要
条
件
と
し
て
あ
っ
た
。

　

急
速
な
変
化
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
支
配
的
な
特
徴

で
あ
っ
た
︵H

addad, 2012; Tsum
rum

i, 1970

︶。
日
本
は
お
そ
ら

く
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
よ
り
開
か
れ
た
民
主
的
な
統
治
へ
向

か
う
動
き
が
比
較
的
短
い
期
間
に
樹
立
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ

と
を
、
最
も
劇
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
変
化
が
起
こ
っ
た
状
況
は
、
極
端
な
も
の
で
あ
っ

た
。
戦
後
日
本
に
つ
い
て
の
極
め
て
洞
察
に
富
ん
だ
本
の
中
で
、

ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
︵D

ow
er, 1999

︶
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。﹁
敗
北
は
あ
ま
り
に
も
容
赦
な
く
、
降
伏
は
全
く
無
条
件
で

あ
り
、
軍
人
の
不
面
目
は
少
し
の
余
地
も
な
い
も
の
で
あ
り
、

﹁
聖
戦
﹂
が
も
た
ら
し
た
悲
劇
は
あ
ま
り
に
直
接
的
で
あ
っ
た
の

で
、
新
規
ま
き
直
し
の
た
め
に
は
、
単
に
建
物
を
再
建
す
る
だ

け
で
な
く
、
良
い
生
活
や
良
い
社
会
を
語
る
こ
と
が
何
を
意
味

す
る
の
か
考
え
直
す
必
要
が
あ
っ
た
。⋮
⋮
﹂︵p.25

︶う。
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
将
軍
と
そ
の
指
揮
下
の
司
令
部
は
、
ま
さ
に
戦
後
日
本
の

ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
つ
い
て
極
め
て
高
度
な
統
制
権
を

有
し
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
で
は
過
激
と
考
え
ら
れ
た
ほ

ど
の
速
さ
で
、
民
主
化
の
た
め
の
変
革
を
導
入
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
︵D

ow
er, 1999

︶。
変
革
が
こ
れ
ほ
ど
の
速
さ
で
起

こ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
未
来
に
対
す
る
希
望
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
。﹁
日
本
人
の
大
部
分
が
⋮
⋮
強
烈
な
軍
国
主
義
の
注
入

を
⋮
⋮
こ
れ
ほ
ど
容
易
に
投
げ
捨
て
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

こ
と
は
、
社
会
化
の
限
界
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
脆
弱
さ
に
つ
い

て
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
。
他
の
場
所
で
も
、
⋮
⋮
全
体
主
義
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体
制
が
崩
壊
し
た
時
、
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
目
撃
し
た
の
で

あ
っ
た
﹂︵D

ow
er, 1999, p.29

︶。
他
の
と
こ
ろ
で
も
論
じ
た
よ
う

に
︵M

oghaddam
, 2013

︶、
全
体
主
義
体
制
に
お
い
て
大
衆
を
服

従
さ
せ
て
お
く
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
よ
り
も
、
野
蛮

な
暴
力
で
あ
る
。
支
配
を
維
持
す
る
た
め
に
極
端
な
暴
力
を
行

使
す
る
能
力
を
、
体
制
側
が
い
っ
た
ん
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
民

主
的
な
方
向
に
移
行
す
る
た
め
、
新
し
い
思
考
・
行
動
の
様
式

を
学
習
す
る
好
機
で
あ
る
短
い
期
間
を
大
衆
は
謳
歌
す
る
。
し

か
し
、
も
し
社
会
を
支
配
す
る
指
導
層
と
強
力
な
制
度
が
こ
う

し
た
動
き
を
支
え
な
け
れ
ば
、
大
衆
は
単
に
こ
の
﹁
好
機
の
バ

ブ
ル
﹂
に
乗
ず
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
は
、
歴
史
の
中
の
希
有
の
瞬
間

を
経
験
し
た
。
そ
の
時
、
最
も
力
強
い
指
導
者
た
ち
と
制
度
と

が
、
国
を
民
主
的
で
大
い
に
開
か
れ
た
状
態
へ
と
移
行
さ
せ
る

た
め
に
働
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
移
行
を
可
能
に

し
た
の
は
、
日
本
人
の
教
育
の
高
い
水
準
で
あ
る
と
同
時
に
、

進
ん
だ
科
学
の
水
準
で
あ
り
、
全
般
的
に
は
、
日
本
社
会
に
お

け
る
管
理
と
組
織
の
効
率
性
で
あ
っ
た
。
発
達
し
た
民
主
制
社

会
と
し
て
の
日
本
の
変
容
が
あ
ま
り
に
急
速
で
あ
っ
た
の
で
、

完
全
な
敗
北
を
喫
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
十
年
が
過
ぎ
た
時

に
は
、
日
本
は
西
洋
の
工
業
経
営
者
や
組
織
運
営
者
か
ら
嫉
視

の
的
と
な
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
が
著
わ
し
た
本
︵Vogel, 1979

︶

は
、
歓
迎
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
﹃
ジ
ャ
パ
ン　

ア
ズ　

ナ
ン

バ
ー
ワ
ン　

ア
メ
リ
カ
へ
の
教
訓
﹄
と
題
さ
れ
て
い
た
。
一
九

八
〇
年
代
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
営
陣

は
、﹁
日
本
の
奇
跡
﹂
か
ら
教
訓
を
学
ぶ
た
め
、
日
本
を
訪
問
し

続
け
た
。

　

日
本
の
戦
後
経
験
が
示
唆
す
る
も
の
は
、
或
る
特
定
の
条
件

の
も
と
で
は
、
社
会
や
個
人
の
変
化
が
急
速
に
起
こ
り
う
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
、
も
っ
と
開
か
れ
た

包
容
力
の
あ
る
社
会
を
支
え
る
た
め
に
思
考
し
行
動
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
含
意
さ
れ
て
い
る

の
は
、
普
遍
的
文
化
主
義
へ
の
変
化
も
ま
た
可
能
で
あ
り
、
或

る
特
定
の
条
件
の
も
と
で
、︵
数
百
年
と
か
数
千
年
と
い
う
の
で
は
な

く
、
数
十
年
と
い
う
意
味
で
︶
急
速
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
り

う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
条
件
の
一
つ
は
、
民
主

的
な
市
民
、
す
な
わ
ち
、
現
実
化
し
た
民
主
制
に
参
加
し
、
そ

れ
を
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
個
人
の
総
人
口
の
増
大
で
あ
る
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︵M
oghaddam

, 2016

︶。
民
主
的
な
市
民
の
特
徴
を
議
論
す
る
こ
と

で
、
普
遍
的
文
化
主
義
と
民
主
制
と
の
調
和
を
さ
ら
に
明
確
に

し
よ
う
。

〈
民
主
的
な
市
民
〉

　

現
実
化
し
た
民
主
制
の
発
展
に
は
、
特
定
の
思
考
・
行
動
の

様
式
を
発
展
さ
せ
た
市
民
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
お
い

て
私
た
ち
に
は
十
分
発
達
し
た
現
実
化
し
た
［
民
主
制
の
］
社

会
が
ま
だ
な
い
の
と
全
く
同
様
に
、
市
民
の
大
多
数
が
、
現
実

化
し
た
民
主
制
に
完
全
に
参
加
し
、
そ
れ
を
支
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
っ
た
社
会
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
し
た
市
民
の
在
り

方
の
完
全
な
発
展
に
向
け
て
私
た
ち
は
ま
だ
努
力
す
る
必
要
が

あ
る
。
例
え
ば
、
市
民
は
、
候
補
者
が
ど
の
集
団
に
属
し
て
い

る
か
と
は
無
関
係
に
、
公
職
に
と
っ
て
最
善
の
候
補
者
に
投
票

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
広
げ
て
言
え
ば
、
現
実
化
さ

れ
た
民
主
制
を
支
え
、
そ
れ
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
市
民
は
、

特
定
の
基
本
的
重
要
性
を
持
っ
た
特
質
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

こ
の
節
で
、
私
は
十
の
最
も
重
要
な
特
質
を
検
討
し
よ
う

︵
図
参
照
︶。
こ
れ
ら
十
の
特
質
は
、
市
民
た
ち
が
思
考
し
行
動
す

る
仕
方
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
、
心
理
学
的
な
も
の
で

あ
る
。

全ての経験が
等しい価値を
持つわけでは

ない。

私は間違っている
かもしれない。

　　　私は、自分が
　　属する社会の聖なる
　信念も含め、全てを
疑問に付さなければ
ならない。

　　明証にもとづく必要性が
あれば、私は自分の意見を
　　　　見直さなければ

　　　　　　　　ならない。私は、
私と異なる人 を々、
　より良く理解しようとしな
　　ければならない。

私は、私と
異なる人々から
学ぶことができる。

　私は、できる
だけ多くの
情報源から

情報と意見を求め
なければならない。

私は能動的に、
新しい経験に対して、　
開かれていなければ　　

ならない。　　

私は、他の
人々のために新しい
経験を生み出すことに、
開かれていなければ
ならない。

正・不正の
原則が存在する。

図：
民主的市民の
心理学的特性
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こ
れ
ら
の
特
質
と
、
特
質
相
互
の
関
係
は
、
円
の
中
に
示
さ

れ
て
い
る
。
円
は
﹁
私
は
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
か

ら
始
ま
り
、
ぐ
る
り
と
一
周
し
て
﹁
全
て
の
経
験
が
等
し
い
価

値
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
﹂
に
到
る
。﹁
私
は
間
違
っ
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
﹂
と
い
う
出
発
点
は
、
批
判
的
な
自
己
反
省
を
要

求
す
る
。
こ
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
型
に
は
ま
っ
た
考
え
方
を
し
、

曖
昧
さ
へ
の
寛
容
を
欠
い
た
人
が
踏
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
原
理
主
義
者
を
含
む
、
多
種

多
様
な
原
理
主
義
者
は
、
批
判
的
思
考
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で

あ
る
﹁
私
は
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
を
通
過
す
る
こ

と
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
人
は
、
自
ら
の
社
会
の

聖
な
る
信
念
さ
え
も
疑
う
こ
と
で
、
個
人
的
な
疑
い
を
超
え
て

進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
自
身
の
社
会
の
規
範
や
規
則
に
適

応
す
る
と
い
う
社
会
的
圧
力
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
で
あ
る
。
個
人
と
社
会
、
両
方
の
レ
ベ
ル
で
疑
問
を
持
つ
こ

と
に
続
い
て
、
新
し
い
明
証
に
も
と
づ
い
て
意
見
を
見
直
す
用

意
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
は
、
次
の
よ
う
な
信
念
が
含
ま
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
と
は
異
な
る
他
の
人
々
を
よ

り
良
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
し
た
異
な
る
他
の

人
々
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
可
能
な
限
り
多
く
の
情
報
源

か
ら
情
報
と
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
と
対
を
な
す
の
が
、
新
し
い
経
験
に
関
す
る
二

つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
し
い
経
験
に
対
し
て

開
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
他
の
人
々
の
た
め
に
新
し
い

経
験
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
﹁
開

か
れ
て
い
る
こ
と
﹂
は
、
相
対
主
義
の
是
認
と
解
釈
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
最
後
の
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
正
・
不

正
の
原
則
が
存
在
す
る
と
い
う
観
念
、
そ
し
て
、
或
る
経
験
は

他
の
経
験
よ
り
も
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
観
念
に
も
と
づ

い
て
い
る
。
こ
の
反
相
対
主
義
的
な
立
場
が
、
私
た
ち
を
、
普

遍
的
な
も
の
、
共
有
さ
れ
た
価
値
、
私
た
ち
の
共
通
の
人
間
性

へ
と
連
れ
戻
す
の
で
あ
る
。

結
び
の
言
葉

　

加
速
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
人
新
世
の
開
始
︵C

orlett, 2015

︶

に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
と
て
つ
も
な
い
新
し
い
難
題
に
直
面
し
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て
い
る
。
私
た
ち
は
、
適
応
の
た
め
の
時
間
が
ほ
と
ん
ど
な
い

ま
ま
、
た
い
て
い
は
自
分
た
ち
と
非
常
に
異
な
る
、
集
団
外
の

人
々
と
交
流
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
る
。
過
激
派
の
台
頭
や

テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
例
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
結

果
は
災
厄
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
私
た
ち
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

舞
台
で
、
多
様
性
に
対
処
す
る
た
め
の
よ
り
良
い
政
策
を
必
要

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
民
主
制
を
強
化
す
る
政
策
で
あ
る
。

同
化
と
い
う
伝
統
的
な
政
策
と
、
多
文
化
主
義
と
い
う
新
し
い

政
策
は
失
敗
し
た
。
と
り
わ
け
多
文
化
主
義
の
政
策
は
、
集
団

に
も
と
づ
く
差
異
を
強
調
し
、
少
数
派
に
対
し
て
有
害
な
帰
結

を
も
た
ら
し
た
。
私
た
ち
は
、
人
間
の
共
通
性
を
優
先
し
、
私

た
ち
の
未
来
に
関
し
て
共
有
さ
れ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
一
緒
に
採

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵Ikeda, 2010

︶。
普
遍
的
文
化
主
義
は
、

現
実
化
さ
れ
た
民
主
制
に
向
け
て
、
解
決
策
の
一
部
と
し
て
推

奨
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

訳
注

︵
１
︶
野
島
秀
勝
訳
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹄︵
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
︶

一
一
五
頁
。

︵
２
︶
こ
こ
で
言
及
さ
れ
るom

niculturalism

は
モ
ガ
ダ
ム
教
授
の
造

語
で
あ
る
。﹁om

ni

﹂
は
﹁
全
て
﹂
を
意
味
す
る
語
な
の
で
、

直
訳
す
る
と
﹁
全
文
化
主
義
﹂
と
な
る
が
、
多
様
な
文
化
を
多

様
な
ま
ま
に
受
容
す
る
多
文
化
主
義
︵m

ulticulturalism

︶
に

対
し
て
、
す
べ
て
の
文
化
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
も
の
を
優
先

す
る
と
い
う
教
授
自
身
の
意
図
を
踏
ま
え
、
教
授
の
了
承
の
も

と
﹁
普
遍
的
文
化
主
義
﹂
と
意
訳
す
る
。

︵
３
︶
訳
文
は
邦
訳
書
に
し
た
が
わ
ず
、
訳
者
の
判
断
で
独
自
に
翻
訳

し
た
。
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