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個

と

社

会

｜
｜
異
文
化
社
会
接
近
の
視
点
に
つ
い
て
l
｜
－

異
国
の
社
会
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
従
来
の
理
論
的
尺
度
に
と
ら
わ

れ
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
解
釈
の
間
違
い
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
特
に

な
じ
み
の
な
い
異
文
化
の
現
実
に
切
り
込
む
際
、
観
程
附
さ
れ
る
も
の
の
中

か
ら
読
み
取
ら
れ
る
微
妙
な
意
味
を
も
っ
要
素
に
、
従
来
の
尺
度
で
は
、

ど
う
も
す
っ
き
り
と
説
明
し
き
れ
な
い
も
の
が
残
る
よ
う
な
時
が
あ
る
が
、

そ
れ
が
、
社
会
の
特
性
を
理
解
す
る
の
に
致
命
的
に
重
要
な
鍵
と
な
る
よ

う
な
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
異
文
化
社
会
の
研
究
が
盛
ん
な
今
回
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
も
っ
と
掘
り
下
げ
て
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
う
．

編
集
子
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
個
に
つ
い
て
」
と
い
う
共
通
課
題
そ

の
も
の
の
狙
い
か
ら
、
多
少
そ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
異
文
化
社
会
研

究
に
お
け
る
個
と
社
会
の
関
係
を
見
る
視
点
に
つ
い
て
、
私
の
今
ま
で
の

研
究
視
点
の
符
余
曲
折
の
道
程
を
援
り
か
え
り
な
が
ら
、
近
年
思
う
こ
と

に
つ
い
て
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

社
会
と
文
化
に
つ
い
て
の
概
念
上
の
相
違
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
始
め

た
の
は
、
一
九
五

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
・
そ
の
区
別
が
、

｜｜ 

｜｜ 

｜｜ 

｜｜ 
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口

羽

益

生

シ
ス
テ
ム
理
論
な
ど
に
よ
っ
て
次
第
に
鮮
明
に
な
る
に
つ
れ
て
、
わ
れ
わ

れ
は
、
両
者
の
奮
接
な
関
係
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
の
レ
ベ

ル
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で

議
論
を
厳
密
に
す
る
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た

遠
い
異
国
の
来
知
の
世
界
を
分
析
す
る
際
に
、
研
究
者
の
関
心
を
、
と
も

す
れ
ば
審
美
主
義
的
な
理
論
的
整
合
性
の
方
向
に
向
か
わ
せ
て
、
説
明
の

で
き
な
い
部
分
を
捨
象
さ
せ
る
よ
う
な
き
ら
い
も
な
い
で
は
な
い
。
こ
の

た
め
、
現
実
に
見
ら
れ
る
社
会
と
文
化
の
個
性
的
な
関
係
を
か
え
っ
て
見

逃
し
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。

異
文
化
に
つ
い
て
の
「
涜
い
記
述
」

S
5
2
E乙
を
、
研
究
の
実
質

的
な
目
標
と
し
て
き
た
人
類
学
で
は
、
異
文
化
社
会
で
の
参
与
観
察
を
研

究
の
基
本
と
し
て
き
た
。
確
か
に
異
文
化
を
研
究
す
る
場
合
、
そ
れ
は
、

社
会
生
活
の
「
血
と
肉
」

S
－
豆
急

5
3
5
を
知
る
重
要
な
方
法
で
あ
る
。

そ
の
解
析
を
十
分
に
し
な
い
で
、
『
骨
組
み
」
の
み
に
注
目
す
る
と
、
そ

こ
で
呈
示
さ
れ
る
も
の
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
速
く
隔
た
っ
た
、
没
個
性

の
空
虚
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
リ
ア
リ
テ
ィ
の
核
心
を
突
く
よ
う
な

-2.もー



深
み
が
感
ぜ
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

文
化
は
、
人
間
が
紡
い
だ
意
味
の
網
の
目
で
あ
る
（
玄
Z
さ
$
9

2
2。
正
。
2
2
H
）
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
言
語
や
行
渇
、
態
度
、
そ
の
他

の
意
味
伝
達
の
諸
形
式
に
よ
っ
て
日
常
的
に
表
現
さ
れ
、
そ
の
意
味
情
遣

の
群
れ
の
固
有
性
の
理
解
の
た
め
に
は
、
表
現
さ
れ
た
諸
形
式
を
、
周
囲

の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
状
況
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
記
号
論
的
、
臨
床
推
理
的

に
読
み
取
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
機
微
に
満
ち
た
人
々
の
日
常
の
生

活
に
触
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
生
き
て
い
る
個
性
の
解
説
は
不
可
能

だ
が
、
理
解
社
会
学
的
に
、
人
々
の
表
現
形
式
の
背
後
に
あ
る
意
味
の
論

理
体
系
の
把
撞
に
の
み
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
と
、
逆
に
人
々
の
態
度
に
微
妙

に
表
現
さ
れ
る
も
の
が
示
唆
す
る
も
の
を
見
逃
し
ゃ
す
い
。

私
は
、
こ
こ
二
十
余
年
の
問
、
東
南
ア
ジ
ア
社
会
、
特
に
マ
レ

1
農
村

や
東
北
タ
イ
農
村
社
会
の
構
造
特
性
を
、
文
化
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ

と
に
関
心
を
注
い
で
き
た
。
そ
の
よ
う
な
地
成
特
性
の
浮
き
彫
り
の
た
め

に
は
、
比
較
展
望
の
視
点
が
有
効
で
あ
る
の
で
、
東
南
ア
ジ
ア
社
会
を
展

望
す
る
際
に
は
、
私
に
と
っ
て
は
既
知
の
日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
社
会
が
常

に
視
界
の
中
に
あ
っ
た
。
異
文
化
は
自
文
化
を
理
解
す
る
鏡
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
分
析
の
過
程
に
お
い
て
は
、
い
つ
も
彼
我
の
相
違
が

B

に
つ
い
た
。

東
南
ア
ジ
ア
社
会
の
特
性
に
つ
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
特
に
話

題
に
な
っ
た
見
解
の
一
つ
に
、
エ
ン
プ
リ
l

C
・司・何ヨ
Z
2）
に
よ
る
も

の
が
あ
る
。
彼
は
、
一
九
三
五
｜
六
年
に
熊
本
県
球
磨
川
上
流
の
山
村

『
須
恵
村
』
（
一
九
三
九
）
を
調
査
し
、
一
九
五

0
年
代
に
タ
イ
に
滞
在
し

て
、
タ
イ
ト
な
構
造
を
も
っ
日
本
社
会
に
く
ら
べ
、
タ
イ
社
会
は
ル
l
ス

な
旭
川
造
を
も
っ
社
会
で
あ
る
と
、
印
象
主
義
的
手
法
に
よ
っ
て
で
は
あ
る

が
、
特
徴
づ
け
た
。
一
九
三

0
年
代
の
熊
本
県
の
山
付
は
、
か
な
り
閉
鎖

的
で
、
ア
メ
リ
カ
と
く
ら
ぺ
れ
ば
、
個
人
の
自
由
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な

い
村
落
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
彼
に
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
他
方
、
タ
イ

平
野
部
の
村
落
は
、
境
界
さ
え
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
個
人
の
自
由
度
か
ら

す
れ
ば
、
彼
に
は
、
須
恵
村
の
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
は
、
そ
の
後
、
特
に
タ
イ
社
会
の
研
究

者
の
問
で
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
他
の
地
成
の
社
会

特
性
の
記
述
に
も
、
エ
ン
プ
リ
！
の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
様
の

見
解
は
か
な
り
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。

非
常
に
注
目
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ジ
ャ
ワ
東

部
農
村
地
域
に
お
け
る
社
会
の
情
遺
特
性
を
、

M
－
ウ
ェ

1
パ
l
の
宗
教

社
会
学
を
連
想
さ
せ
る
理
解
社
会
学
的
手
法
で
も
っ
て
、
文
化
の
観
点
か

ら
分
析
し
た
ギ
ア
ツ
の
研
究
（
『
ジ
ャ
ワ
の
宗
教
』
一
九
六
O
）
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
、
彼
が
後
に
展
開
す
る
解
釈
人
頚
学
（
解
釈
社
会
学
と
言
っ
て
も

よ
い
が
）
の
視
点
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
が
、
日
本
流
に
い
え
ば
、
ジ
ャ
ワ

東
部
の
士
族
（

Z
Y－
－
）
、
町
人
（
明
白

2
E）
、
農
民
（
白

Z
ロ
四
国
ロ
）
社
会
の

文
化
（
世
界
観
・
エ
ト
ス
）
の
基
調
と
変
容
と
相
互
関
係
を
記
号
論
的
手

法
で
色
漉
く
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
的

レ
ベ
ル
の
ル
l
ス
さ
の
文
化
的
レ
ベ
ル
の
意
味
の
理
解
が
可
能
と
な
る
。

ギ
ア
ツ
の
こ
の
視
点
は
解
釈
人
類
学
的
方
向
に
一
層
精
練
さ
れ
、
日
本
で

も
話
題
に
さ
れ
た
『
ヌ
ガ
ラ
、
一
九
世
紀
パ
リ
に
お
け
る
劇
場
国
家
」

（
一
九
八
O
）
へ
と
展
開
さ
れ
る
。

初
め
て
マ
レ
l
半
島
北
西
部
村
落
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
す
る
憐

円

f－
 



会
が
与
え
ら
れ
た
時
（
一
九
六
回
）
、
訟
の
理
論
的
関
心
は
ギ
ア
ツ
流
の
解

釈
社
会
学
に
あ
っ
た
・
し
か
し
、
こ
の
関
心
を
恩
う
よ
う
に
追
究
で
き
な

か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
制
約
が
あ
う
た
た
め
で
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、

解
釈
社
会
学
的
手
法
と
、
そ
の
視
点
に
関
連
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

「
村
に
つ
い
て
宮
内
）
の
研
究
」
と
「
村
の
中
で
（
吉
）
の
〈
文
化
V

の

研
究
」
（
ギ
ア
ツ
〉
の
相
違
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
を
欠
い
て
い
た
こ
と

に
よ
る
。

調
査
を
開
始
し
て
か
与
受
け
た
カ
ル
チ
ャ
ー
・
シ
ョ
7

ク
は
、
む
し
ろ

日
本
と
対
照
的
な
マ
レ
l
家
族
の
開
放
的
な
柔
軟
性
と
村
落
の
ル
l
ス
な

構
造
で
あ
っ
た
。
近
親
の
血
族
関
係
は
明
確
で
あ
っ
て
も
、
集
合
体
と
し

て
の
家
族
は
可
塑
性
に
奮
み
、
村
自
治
体
の
組
織
や
村
人
の
村
意
機
や
行

政
区
画
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
・

こ
の
よ
う
な
事
実
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
・
西
欧
の
個
人
主
義

と
は
異
な
っ
た
個
人
志
向
性
が
み
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
・
そ
の
固
有

性
追
究
の
産
物
と
し
て
、
二
者
関
係
の
累
積
体
と
し
て
の
家
銭
と
か
、

『
間
柄
」
志
向
性
（
水
野
浩
一
）
と
か
、
『
家
族
園
」
（
前
田
成
文
、
坪
内
良

博
〉
な
ど
の
概
念
が
呈
示
さ
れ
た
。
私
も
マ
レ

1
的
社
会
価
値
の
位
置
づ

け
を
下
図
（
一
九
七
七
）
の
よ
う
に
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
一
見
ル

1
ス
に
見
え
る
村
の
中
で
、
私
は
ま
た
、

村
人
の
力
強
い
連
帯
性
と
排
他
性
を
も
、
村
人
の
日
常
的
な
生
活
態
度
の

中
で
感
じ
取
っ
た
。
そ
れ
は
特
に
イ
ス
ラ
ム
教
の
モ
ス
ク
を
中
心
に
し
た

儀
礼
や
人
々
の
態
度
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
村
で
は
、
人
間
臭
の
強
い
宗

教
上
の
保
守
革
新
両
派
の
主
導
権
争
い
も
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
モ
ス

ク
を
中
心
に
し
た
村
人
の
態
度
は
、
ま
る
で
ゴ
フ
マ
ン
宙
・
。
。
『

Z
g
v

集団

志向

行

日 本 人

中国人

質

遂

アメリカ人

マレ一人

資

個人

志向

の
い
う
劇
場
で
の
ド
ラ
マ
上
演
の
た
め
の
社
会
的
性
質
に
似
て
、
人
々
の

協
調
性
は
見
事
で
あ
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
を
非
難
す
る
村
人
に
は
一
人
も

出
会
わ
な
か
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
重
要
な
儀
礼
で
あ
る
金
曜
日
の
モ

ス
ク
で
の
集
礼
に
参
加
し
な
い
者
は
、
『
体
調
が
悪
い
の
で
」
と
、
聞
い

も
し
な
い
の
に
弁
解
し
、
断
食
の
月
に
稲
刈
り
を
す
る
農
婦
た
ち
は
、
結

束
の
山
の
か
げ
で
人
目
を
避
け
て
こ
っ
そ
り
と
食
事
を
取
っ
た
。

村
人
の
こ
の
よ
う
な
怨
度
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
、
当
時
の
私
に
は
思
え
た
。
だ
が
後
に
、
タ
イ
東
北
部
農
村
で
調

査
を
行
っ
た
時
三
九
八
二
、
そ
こ
は
塊
村
で
あ
る
の
で
、
リ
ボ
ン
状
の

マ
レ

l
北
西
部
農
村
ほ
ど
の
目
立
っ
た
ル

1
ス
さ
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

村
意
臓
の
問
機
の
性
質
と
村
の
仏
教
寺
院
を
中
心
と
し
た
村
人
の
献
身
的

な
宗
教
活
動
に
は
、
マ
レ

1
農
村
で
感
じ
取
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
村
人

『 lb-



の
劇
場
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
が
感
ぜ
ら
れ
た
。
日
本
の
よ
う
な
地
践
の

境
界
を
強
く
意
識
し
た
お
祭
り
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
は
文
化
の
実
演

（

2一
百
三
宮
『
『
。

5
2
R
玄・

ω
Z
2）
と
も
い
う
べ
き
性
質
を
も
っ
て

い
る
。マ

レ
l
人
即
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
タ
イ
人
聞
上
座
部
仏
教
徒
と
い
う
意
識

は
、
民
族
と
宗
教
の
合
致
性
を
強
く
示
し
て
い
る
が
、
一
系
的
な
社
会
進

化
の
図
式
か
ら
す
れ
ば
、
来
分
化
前
近
代
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
私
に
は
、
こ
の
図
式
で
割
切
れ
な
い
そ
の
特
質
に
、
東
南
ア
ジ

ア
社
会
の
一
つ
の
特
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
文

化
に
焦
点
を
据
え
た
広
義
の
宗
教
へ
の
情
緒
性
の
濃
い
コ
ミ
7

ト
メ
ン
ト

が
、
社
会
的
境
界
の
明
瞭
な
共
属
の
意
識
よ
り
も
、
は
る
か
に
強
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
社
会
的
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
、
タ
イ
や
マ
レ

1
人
の
個
人
の
自

由
度
は
、
日
本
と
く
ら
べ
、
過
度
に
大
き
く
見
え
る
が
、
文
化
的
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
優
先
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
民
族
や
社
会
の
連
帯
性
は
か
な

り
強
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
実
は
、
わ
れ
わ
れ
に
も
示
唆
す
る
点
が
少

な
く
な
い
。
集
団
や
社
会
へ
の
帰
属
感
が
薄
め
ら
れ
る
と
、
文
化
的
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
参
加
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
保
が
強
く
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
マ
レ
ー
や
タ
イ
社
会
は
、
こ
れ
か
ら

の
社
会
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
．
こ
の
よ
う
な
文

化
と
社
会
の
理
解
を
一
層
深
め
る
よ
う
な
経
験
的
な
研
究
が
、
今
の
わ
れ

わ
れ
に
は
ま
だ
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
＠

（
く
ち
ば

ま
す
お
－

m谷
大
学
）
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