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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
越
え
た
複
数
文
化
の
共
存
と
い
う
「
理
想
」
は
︑
近

代
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
ユ
マ
ニ
テ
の
実
践
と
い
う
使

命
を
基
底
に
抱
え
込
み
︑
や
が
て
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
諸
共
同
体
）
や
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連

合
）
と
い
う
経
済
共
同
機
構
の
理
論
的
根
拠
に
も
援
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
が
国
民
投
票
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
共
同
体
の
「
理
想
」
が
︑「
国
民
」
の
権

利
・
権
益
と
背
馳
し
た
時
に
巻
き
起
こ
る
︑
思
い
の
ほ
か
に
強
烈
な
ナ
シ
ョ

0

0

0

ナ
ル
な
も
の

0

0

0

0

0

へ
の
傾
斜
は
︑
国
民
国
家
と
い
う
近
代
以
降
の
世
界
シ
ス
テ
ム

が
︑
い
か
に
強
靭
に
「
国
民
」
を
形
成
し
︑
無
意
識
な
集
団
認
識
・
集
合
意

識
を
導
き
出
し
て
い
く
か
を
証
明
し
て
い
る
︒
こ
の
二
極
の
揺
れ
を
ホ
ミ
・

Ｋ
・
バ
ー
バ
は
「
忘
却
こ
そ
が
︑
国
民
に
な
ろ
う
と
す
る
意
志
が
分
節
化
さ

れ
る
そ
の
瞬
間
な
の
だ
か
ら
」（﹃
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
権
利
﹄
磯
前
順
一
／
ダ
ニ
エ

ル
・
ガ
リ
モ
ア
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
国
民
化
の
強
制
の
た
び
に
起
こ
る
「
暴
力
」
や
「
権
力
」
の
介
在
︑

不
当
な
越
権
を
「
忘
却
」
し
て
︑
あ
え
て
国
民
化
し
よ
う
と
す
る
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
の
強
度
に
バ
ー
バ
は
注
目
し
た
の
で
あ
る
︒

　
フ
ェ
イ
・
ク
リ
ー
マ
ン
氏
の
本
書
は
︑
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
の
浸

透
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
へ
の
「
根
本
的
疑
義
の
提
出
」
に
強

く
コ
ミ
ッ
ト
し
な
が
ら
︑
な
お
東
ア
ジ
ア
と
い
う
場
所
（sphere

）
の
「
特
殊

性
」
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
書
で
あ
る
︒
氏
は
前
著U

nder an 
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の
父
祖
の
地
・
台
湾
の
植
民
地
期
を
対
象
に
︑
そ
こ
に
営
ま
れ
た
日
本
語
文

学
に
つ
い
て
犀
利
な
分
析
を
試
み
た
︒
帝
国
と
い
う
版
図
の
な
か
で
︑
ど
の

よ
う
に
日
本
語
が
宗
主
国
の
言
語
と
な
っ
て
被
植
民
地
の
人
々
の
心
性
に
食

い
込
ん
で
い
っ
た
か
を
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
叙
述
し
た
が
︑
こ
の
方
法
の
重
要

性
に
︑
私
は
特
に
留
意
し
た
い
︒
先
の
バ
ー
バ
の
言
葉
は
︑
複
数
文
化
主
義

か
︑
単
一
文
化
主
義
（
国
民
文
化
主
義
）
か
と
い
う
選
択
に
あ
る
落
と
し
穴
を

指
摘
し
て
い
る
︒
一
見
︑
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
二
極
は
︑

実
は
相
補
的
な
も
の
で
あ
り
︑
ど
ち
ら
に
し
て
も
主
権
を
担
う
文
化
や
言
語

の
専
横
的
な
支
配
に
よ
っ
て
構
造
は
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
︑
見
落
と

し
て
し
ま
う
危
険
を
内
包
し
て
い
る
の
だ
︒
そ
の
意
味
で
︑
本
書
に
よ
っ
て

ク
リ
ー
マ
ン
氏
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
両
義
性

こ
そ
は
︑
西
欧
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
他
国
・
他
者
へ
の
欲
望

を
母
胎
に
現
出
し
た
︑
壮
大
な
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
忘
却
」
の
デ
ィ
ス

コ
ー
ス
と
し
て
感
知
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
拙
訳
に
て
目
次
を
挙
げ
る
︒

第
1
部
　
友
達
︑
そ
れ
と
も
敵
：
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
初
期
位
相

　
第
1
章
　
宮
崎
滔
天
：
最
後
の
革
命
的
反
逆
者

　
第
2
章
　
河
原
操
子
：
娘
︑
教
師
︑
良
き
妻

第
2
部
　
自
分
の
語
り
︑
国
家
の
語
り

　
第
3
章
　
歴
史
︑
記
憶
︑
そ
し
て
（
自
己
）
伝
記

　
第
4
章
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
︑
帝
国
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

第
3
部
　
欲
望
の
版
図
制
作
と
自
己
認
識

　
第
5
章
　
植
民
地
の
女
性
と
原
住
民
族
：
真
杉
静
枝
と
坂
口
䙥
子

　
第
6
章
　
帝
国
の
舞
踏
手

　
第
1
部
で
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
近
代
へ
の
突
入
と
と
も
に
日
本
が
近
接
す
る

東
ア
ジ
ア
へ
も
っ
た
欲
望
の
諸
相
を
詳
述
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
固

有
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
︒
宮
崎
滔
天
が
唱
え
る
「
ア
ジ
ア
主
義
」

が
︑
西
欧
帝
国
主
義
︑
そ
し
て
西
欧
植
民
地
主
義
へ
の
対
抗
と
し
て
想
起
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
認
め
な
が
ら
︑
中
国
︑
朝
鮮
半
島
と
の

連
携
の
主
た
る
担
い
手
と
し
て
の
「
日
本
」
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
疑
わ
な

い
滔
天
の
矛
盾
を
指
摘
し
︑
な
お
こ
の
滔
天
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
支
え
ら

れ
た
汎
ア
ジ
ア
主
義
︑
大
ア
ジ
ア
主
義
の
夢
想
と
ア
ジ
ア
近
代
化
の
将
来
構

想
を
融
合
さ
せ
る
論
理
が
も
っ
た
意
味
を
問
い
か
け
る
︒
そ
れ
は
極
め
て
現

実
的
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
︑
一
方
に
そ
う
し
た
「
革
命
」
の
夢
を
も
た
ら

す
装
置
と
な
っ
て
機
能
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
日
露
戦
争
は
そ
の
意
味
で
本
格
的
な
西
欧
帝
国
主
義
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
︒

内
蒙
古
の
女
学
校
に
赴
任
し
た
河
原
操
子
は
︑
中
国
に
潜
入
し
た
諜
報
機
関

と
連
携
を
も
っ
て
ス
パ
イ
と
な
っ
た
女
性
で
あ
る
︒
彼
女
の
活
動
が
愛
国
に

根
差
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
同
時
に
ア
ジ
ア
の
危
急
を
救
済
し
よ

う
と
す
る
「
誠
意
」
に
も
満
ち
て
い
た
こ
と
を
︑
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
指
摘
し
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て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
河
原
が
当
時
に
お
い
て
受
け
た
高
度
な
西
欧
的
教

育
が
︑
滔
天
と
同
様
に
日
本
の
近
代
化
へ
の
疑
い
な
き
信
奉
に
よ
っ
て
︑
屈

折
し
た
「
日
本
主
義
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
挙
げ

な
が
ら
︑「
脱
亜
入
欧
」
と
い
う
屈
辱
的
な
近
代
化
へ
の
行
程
を
覆
す
／
顚
倒

さ
せ
る
論
理
の
形
成
過
程
を
︑
滔
天
︑
河
原
の
軌
跡
か
ら
探
索
し
た
︒

　
第
2
部
で
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
帝
国
の
政
策
に
加
担
・
協
力
し
た
女
性
た
ち

に
視
点
を
注
い
で
い
る
︒
そ
れ
は
一
方
に
手
ひ
ど
い
犠
牲
と
な
っ
た
女
性
た

ち
へ
の
注
目
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
も
そ
の
一
方
に
断
罪
で
き
な
い
両
義
的
な

評
価
を
対
象
と
し
て
論
を
展
開
し
た
︒
第
3
章
で
朝
鮮
・
李
王
家
の
皇
太
子

妃
と
な
っ
た
梨
本
宮
方ま
さ

子こ

︑
愛
新
覚
羅
溥
儀
の
弟
・
溥
傑
の
妃
と
な
っ
た
嵯

峨
浩ひ
ろ

の
持
っ
た
意
味
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
︑
大
正
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け

て
の
日
本
の
帝
国
主
義
は
︑
中
国
︑
朝
鮮
に
お
け
る
王
家
と
の
血
の
連
携
を

図
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
身
体
が
帝
国
化
さ
れ
︑
な
お
そ
の
身
体
が
生

み
出
す
（
再
生
産
す
る
）
混
淆
し
た
血
の
現
出
に
︑
帝
国
の
複
数
文
化
主
義
的
︑

複
合
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
イ
メ
ー
ジ
の
産
出
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
剝
出
し

た
︒
彼
女
ら
は
帝
国
の
中
心
的
な
機
能
を
担
い
な
が
ら
︑
お
の
お
の
の
王
家

に
と
っ
て
は
著
し
く
周
縁
的
な
存
在
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
こ
の

帝
国
の
イ
メ
ー
ジ
生
産
の
虚
偽
を
証
明
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
身
体
の

植
民
地
化
︑
帝
国
化
は
︑
帝
国
イ
メ
ー
ジ
の
生
産
︑
存
続
に
必
須
の
要
素
で

あ
っ
た
︒

　
第
4
章
で
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
川
島
芳
子
︑
李
香
蘭
（
山
口
淑
子
）
を
対
象
に

こ
の
イ
メ
ー
ジ
生
産
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
た
︒
彼
女
ら
が
も
っ
た
絶
大

な
波
及
効
果
が
何
故
も
た
ら
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
川
島
の
「
私
の

体
は
中
国
の
血
と
日
本
の
精
神
で
で
き
て
い
る
」
と
い
う
発
言
︑
ま
た
李
香

蘭
の
「
中
国
は
私
の
故
郷
（hom

eland

）︑日
本
は
私
の
父
祖
の
地
（fatherland

）」

と
い
う
発
言
か
ら
︑
彼
女
ら
が
も
っ
た
曖
昧
な
位
置
の
自
認
に
注
目
し
た
︒

中
心
に
あ
り
な
が
ら
周
縁
的
︑
日
本
で
も
中
国
で
も
あ
り
な
が
ら
同
時
に
そ

の
ど
ち
ら
で
も
な
い
不
可
思
議
な
自
己
規
定
に
︑
帝
国
の
両
義
的
な
側
面
に

眼
を
向
け
て
い
る
の
だ
︒

　
植
民
地
主
義
が
も
た
ら
す
文
化
の
混
淆
は
︑
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
身

体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
認
知
を
産
出
す
る
︒
植
民
地
主
義
は
宗
主
国
へ
の

恭
順
を
強
制
し
な
が
ら
も
︑
一
方
に
は
そ
の
混
濁
し
た
社
会
・
文
化
状
況
を

「
特
色
」
と
し
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
す
る
︒
十
九
世
紀
末
か
ら
西
欧
を
中
心
に
展

開
し
た
植
民
地
博
覧
会
に
は
︑
む
し
ろ
そ
の
サ
ベ
ー
ジ
性
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

性
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
証
左
で
あ
る
︒
帝
国
の
版
図
に
入

れ
込
み
な
が
ら
︑
一
方
に
宗
主
国
と
同
等
の
権
利
も
敬
意
も
与
え
な
い
の
だ

か
ら
︑
当
然
そ
の
そ
も
そ
も
の
「
国
民
性
」
や
「
国
民
文
化
」
を
侮
蔑
的
に

担
保
し
︑
継
続
さ
せ
る
と
い
う
政
策
は
︑
世
界
中
の
植
民
地
で
行
わ
れ
て
き

た
政
策
で
あ
る
︒
そ
の
時
に
そ
の
ど
ち
ら
の
文
化
に
も
精
通
し
︑
あ
る
い
は

象
徴
的
に
具
現
す
る
存
在
が
要
求
さ
れ
る
︒
川
島
芳
子
も
李
香
蘭
も
︑
そ
の

帝
国
の
イ
メ
ー
ジ
生
産
に
用
い
ら
れ
︑
結
果
と
し
て
ど
ち
ら
に
も
所
属
で
き

な
い
身
体
を
置
き
去
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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第
5
章
で
台
湾
に
眼
を
向
け
︑
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
真
杉
静
枝
と
坂
口
䙥
子

に
焦
点
を
当
て
る
︒
こ
の
植
民
地
・
台
湾
を
描
く
二
人
の
女
性
作
家
が
期
せ

ず
し
て
台
湾
原
住
民
族
へ
注
い
だ
視
線
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
帝

国
か
ら
も
別
置
さ
れ
る
原
住
民
族
は
自
由
な
存
在
で
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
自

由
さ
の
希
求
は
︑
女
性
自
身
の
自
由
さ
へ
の
希
求
と
通
じ
合
っ
て
い
く
こ
と

に
︑
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
言
及
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
氏
は
津
島
佑
子
の
﹃
あ
ま

り
に
野
蛮
な
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
〇
八
年
）
を
︑
こ
の
二
人
の
植
民
地
を
描
く

女
性
作
家
の
作
品
と
交
錯
さ
せ
︑「
野
蛮
」
が
も
つ
意
味
の
両
義
性
に
注
目
し

て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
現
実
に
は
原
住
民
族
は
帝
国
・
日
本
か
ら
手
ひ
ど
い

弾
圧
を
加
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
こ
こ
で
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
る
「
野
蛮
」

が
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
当
な
配
置
を
顚
倒
さ
せ
る
も
の
と
し
て
夢
想
さ
れ
た

と
い
う
見
解
は
︑
深
く
肯
く
こ
と
が
で
き
る
︒

　
第
6
章
は
舞
踏
家
・
石
井
漠
と
「
半
島
の
舞
姫
」
崔
承
喜
の
関
係
を
中
軸

に
︑
世
界
的
に
活
躍
し
た
崔
が
も
つ
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ズ
ム
の
生
産
に
石
井
が

持
っ
た
役
割
を
考
察
し
て
い
る
︒「
朝
鮮
ダ
ン
ス
」
の
特
殊
性
を
強
調
し
な
が

ら
も
︑
実
は
そ
こ
に
は
伝
統
主
義
を
脱
却
し
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
深
く
関
わ
っ

て
い
た
︒
こ
の
倒
錯
し
た
状
況
は
︑
ま
さ
し
く
「
伝
統
の
発
明
」
な
の
だ
が
︑

の
ち
に
崔
が
北
朝
鮮
に
渡
り
ダ
ン
ス
メ
ソ
ッ
ド
を
確
立
し
た
さ
い
︑
そ
の
モ

ダ
ニ
テ
ィ
が
理
由
と
な
っ
て
粛
清
さ
れ
た
︒
こ
の
悲
劇
的
な
舞
踏
家
の
生
涯

は
︑
象
徴
的
に
帝
国
の
文
化
の
両
義
的
な
曖
昧
さ
を
物
語
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

中
心
と
周
縁
が
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
な
が
ら
転
回
し
て
い
く
帝
国
主
義
の

情
景
が
︑
今
の
問
題
に
も
波
及
し
て
い
る
こ
と
に
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
触
れ
て

い
る
が
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
的
覇
権
の
相
克
が
容
易
に
は
解
消
・
解

決
さ
れ
え
な
い
残
滓
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
︑
本
書
に
よ
っ
て

深
く
記
銘
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
︒

　
東
ア
ジ
ア
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
よ
う
に
起
こ
っ
て
い
る
文
化
一
国
主

義
︑
国
民
主
義
の
跋
扈
の
な
か
で
︑
本
書
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
︒
文
化

の
多
種
性
・
多
層
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
︑
文
化
の
独
自
性
・
特
殊
性
を
主

張
す
る
の
と
同
様
に
︑
根
拠
な
き
言
説
の
積
み
重
ね
の
結
果
の
現
象
に
す
ぎ

な
い
︒
中
心
に
も
周
縁
に
も
位
置
さ
れ
な
い
ま
ま
に
「
忘
却
」
さ
れ
て
し

ま
っ
た
文
化
テ
キ
ス
ト
を
︑
こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
探
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
本
書
は
ま
さ
し
く
そ
の
目
的
を
果
敢
に
実
行
し
た
書
な
の
で
あ
る
︒


