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「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
？

　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
」、「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
」、「
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
シ
ュ
ー
」。
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
い
う

言
葉
。
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
空
間
的
に
際
限
の
な
い
開
放
感
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
同
時
に
何
か
し
ら
強
い
も
の
あ
る
い
は
勝
っ
た
も
の
か
ら
の
ま
な
ざ
し
も
感

じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

私
は
現
代
国
際
学
部
の
初
年
次
教
育
・
世
界
教
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
導
入
科
目
で
「
世

界
理
解
の
方
法
」
を
二
〇
一
七
年
度
か
ら
担
当
し
て
い
る
。「
世
界
理
解
の
方
法
」
は

二
十
世
紀
を
中
心
に
世
界
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
の
導

入
的
な
科
目
で
あ
り
、
そ
の
際
現
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
な
っ
て
い
る
「
グ
ロ
ー
バ

ル
」
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
し
か
し
学
生
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
と
、
実
は
な
か
な
か
難
し
い
事
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
数
年
授
業
を

行
い
な
が
ら
感
じ
て
い
る
。

　

あ
ら
た
め
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
は
ど
ん
な
言
葉
だ
ろ
う
？　

二
〇
一
八
年
の

『
広
辞
苑
』（
第
七
版
）
で
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
を
「
世
界
全
体
に
わ
た
る
さ
ま
・
世

界
的
な
」
と
い
う
語
義
で
説
明
し
て
い
る
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
の
前
に
あ
る
言
葉
で

「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
は
「
国
を
超
え
て
地
球
規
模
で
交
流
や
通
商
が
拡
大

す
る
こ
と
・
地
球
全
体
に
わ
た
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
二
〇

〇
九
年
のO

xford English D
ictionary

（
第
三
版
）
で
はG

lobal

の
項
目
の
中
に

「relating to, or involving the w
hole w

orld, w
orldw

ide; (also in later use) of 

or relating to the w
orld considered in a planetary context

」と
あ
り
、
お
お
よ

そ
『
広
辞
苑
』
と
同
じ
「
世
界
的
な
、
地
球
規
模
」
と
い
う
「
空
間
的
広
が
り
」
を

表
し
て
い
る
。
空
間
的
に
国
境
を
越
え
て
「
広
い
、
大
き
い
」
そ
し
て
「
世
界
全
体
、

地
球
全
体
」
を
表
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
学
生
に
説
明
す
る
際
「
グ
ロ
ー

バ
ル
」
の
意
味
は
「
空
間
の
こ
と
だ
け
な
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
感
じ
て
い
る
。

　

初
め
に
取
り
上
げ
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
」、「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
」、「
グ
ロ
ー
バ

ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
な
ど
の
言
葉
を
例
に
す
れ
ば
、「
空
間
的
に
国
境
を
越
え
て
活
動

す
る
」
と
考
え
る
と
先
ほ
ど
の
辞
書
的
な
意
味
と
一
致
す
る
よ
う
に
見
え
る

0

0

0

0

0

0

が
、
そ

の
一
方
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
シ
ュ
ー
」
と
さ
れ
る
「
世
界
的
な
貧
困
（
あ
る
い
は
格

差
）」
や
「
地
球
温
暖
化
」
は
、
空
間
的
に
「
地
球
規
模
の
」
貧
困
や
「
地
球
規
模

の
」
気
候
問
題
と
説
明
し
て
も
事
態
の
本
質
を
捕
ら
え
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
貧
困

や
気
候
変
動
に
関
し
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
る
際
、
そ
れ
ら

は
「
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
て
い
い
の
か
？
」
と
い
う
道
徳
的
な
問
い
が
含
ま
れ
て

お
り
、
単
に
「
地
球
規
模
の
」
と
い
う
空
間
性
を
付
加
し
た
だ
け
で
は
回
収
し
き
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
は
本
当
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
べ
き
な

「
地
球
的
」
が
持
つ
意
味

佐
藤 
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の
か
？　

空
間
的
な
拡
大
性
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
そ
れ
以
上
の
意
味
を
加
え
る
必

要
は
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
空
間
的
な
広
が
り
が
そ
も
そ
も
道
徳
性
を
含
ん
で
い
て

「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
」
や
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
な
ど
に
も
「
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
シ
ュ
ー
」

と
同
様
に
道
徳
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
そ
し
て
も
し
後

者
な
ら
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
が
持
っ
て
い
る
道
徳
的
な
問
題
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
？

「
国
民
国
家
」
の
枠
組
み
を
超
え
て

　

こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
が
『
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
倫
理
学
』（
二
〇
〇
四
）
で
述
べ
て
い
る
。
彼
は
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
お
け
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
爆
撃
（
主
権
国
家
に
対
す
る
国
際
的
な
紛
争
解

決
方
法
）
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
主
権
国
家
と
は
「
不
変
の
事
実
な
の
だ
ろ
う

か
」
と
問
い
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
ま
っ
た
国
家
主
権
と
い
う
絶
対
的
な
観
念
」
の
放

棄
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
（p.6

）、「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
つ
ま
り
「
国
民
国
家
の
枠
組
み

を
超
え
た
」
現
代
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
警
告
を
発
し
て
い
る
。

　
　

 「
私
た
ち
は
、
非
常
に
長
い
間
、
主
権
国
家
と
い
う
観
念
を
受
け
入
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
主
権
国
家
は
外
交
や
公
共
政
策
の
背
景
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
道
徳
の
背
景
の
一
部
に
も
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
「
国
際
化
」
と

い
う
言
葉
と
は
違
っ
て
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ

て
い
る
の
は
、
国
家
と
国
家
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
時
代
が
終
わ
っ
て
、
国
民

国
家
と
い
う
既
存
の
概
念
を
超
え
た
も
の
が
本
気
で
考
え
ら
れ
始
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
は
、
私
た
ち
の
思
考
の
あ
ら
ゆ
る
レ

ベ
ル
、
特
に
倫
理
に
関
す
る
私
た
ち
の
思
考
に
反
映
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」

 

（
シ
ン
ガ
ー
、
二
〇
〇
四
、 p.10

）

　

だ
が
「
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
？　

明
ら
か
に
国
際
的
な
交
通
網
が
機
能
し
、
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
よ
う
に
地
球

規
模
の
活
動
が
日
常
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
確
か
に
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
て
い
る
。

し
か
し
「
国
民
国
家
」
に
焦
点
を
当
て
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
？　

そ
こ
に
は
国
民
国

家
は
企
業
な
ど
が
国
家
を
飛
び
越
え
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
、
移
民
・
難
民
な
ど
の

人
の
移
動
に
は
「
国
民
」
を
持
ち
出
し
、「
よ
そ
者
」
扱
い
を
す
る
政
治
的
な
思
惑
が

見
え
隠
れ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ト
ル
コ
出
身
で
カ
ン
ト
の
「
歓
待
へ
の
権
利
」、

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
権
利
へ
の
権
利
」
を
用
い
て
外
国
人
、
居
留
民
な
ど
国
民
国
家
か

ら
よ
そ
者
と
見
な
さ
れ
る
人
々
の
権
利
の
擁
護
を
訴
え
た
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
も

『
他
者
の
権
利
』（
二
〇
〇
四
）
に
お
い
て
、「
よ
そ
者
」、「
外
国
人
」
の
ま
な
ざ
し
か

ら
国
民
国
家
へ
の
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

　
　

 「
政
治
的
境
界
線
は
、
あ
る
者
を
成
員
、
ほ
か
の
者
を
外
国
人
と
し
て
定
義
す

る
。
同
様
に
、
成
員
資
格
は
、
入
国
、
接
近
、
帰
属
、
特
権
の
儀
式
を
と
も
な

う
と
き
の
み
意
味
を
も
つ
。
近
代
の
国
民
国
家
体
系
は
、
ひ
と
つ
の
主
要
カ
テ

ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
国
家
的
な
市
民
資
格
の
観
点
か
ら
成
員
資
格
を
規
制
し
て

い
た
。
今
日
で
は
、
国
家
主
権
が
揺
ら
ぎ
、
国
家
的
な
市
民
資
格
の
制
度
が
解

体
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
分
解
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
は
新
し
い
成
員

資
格
の
様
態
が
現
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
国
民
国
家
体
系
に
よ
っ
て
確
定
さ

れ
た
政
治
共
同
体
の
境
界
線
は
、
も
は
や
成
員
資
格
を
規
制
す
る
の
に
は
十
分

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
」  

（
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
、
二
〇
〇
四
、p.1

）

　

つ
ま
り
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
と
い
う
名
の
下
で
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
国
民
国
家
の
国

境
を
軽
々
と
越
え
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
世
界
中
に
張
り
巡
ら
せ
、
あ
た
か
も
国

境
が
な
い
か
の
よ
う
に
よ
り
安
価
な
労
働
市
場
を
競
う
よ
う
に
求
め
移
動
し
て
い
る

（
境
界
線
を
飛
び
越
え
る
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
米
国
に
お
け
る
刑
務
所
労
働
と
い
う

国
内
も
対
象
と
な
る
（
堤
、
二
〇
一
〇
））。
そ
の
一
方
、
移
民
、
難
民
の
支
援
・
救
済

な
ど
の
問
題
に
な
る
と
「
国
境
」
を
持
ち
だ
し
「
国
民
」
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い

（
１
）
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う
「
成
員
資
格
」
問
題
と
し
、
国
の
果
た
す
べ
き
義
務
の
範
囲
を
「
国
民
」
に
限
定

し
て
い
る
。
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
見
渡
せ
ば
こ
の
「
国
民
国
家
」
と

い
う
装
置
が
す
で
に
十
全
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ

リ
ア
条
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
家
体
制
（
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
、
二
〇
〇
四
）、
そ
し
て
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
国
民
国
家
体
制
（
テ
イ
ラ
ー
、
一
九
九
四
）
が

冷
戦
終
結
後
の
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
経
済
体
制
で
は
「
国
際
金
融
資
本
」
が
第
一

の
世
界
基
準
（
ジ
グ
レ
ー
ル
、
二
〇
〇
三
）
と
な
り
、
労
働
力
と
し
て
搾
取
さ
れ
て

い
る
人
々
に
と
っ
て
「
国
民
国
家
」
は
暴
力
的
な
存
在
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
シ

ン
ガ
ー
も
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
も
正
確
に
見
抜
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
」
で
は
貨
幣
・
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
単

位
で
語
る
こ
と
の
で
き
る
経
済
の
問
題
に
な
る
と
金
銭
的
な
対
価
を
得
る
労
働
者
は

「
労
働
力
」
と
い
う
「
市
場
価
値
」
と
な
り
、
あ
た
か
も
人
間
で
は
な
い
よ
う
に
扱
う

こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
（
そ
し
て
実
際
扱
わ
れ
て
い
な
い
）
事
態
が
厳
然

と
（
そ
し
て
皮
肉
に
も
）「
グ
ロ
ー
バ
ル
に
」
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

早
く
は
一
九
六
〇
年
代
に
マ
ッ
ク
ス
・
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
「
我
々
は
労
働
力
を
呼
ん
だ
。

だ
が
、
や
っ
て
き
た
の
は
人
間
だ
っ
た
」（
フ
リ
ッ
シ
ュ
、
一
九
六
五
）
と
表
現
さ

れ
、
近
年
で
は
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
が
『
ブ
ラ
ン
ド
な
ん
か
、
い
ら
な
い
』（
一
九
九

九
）
で
告
発
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
が
、
経
済
的
に
力
が
強
い
も
の
が
経
済
的
弱
者

を
人
間
扱
い
せ
ず
利
益
を
あ
げ
て
い
る
弱
肉
強
食
が
横
行
し
て
い
る
「
ジ
ャ
ン
グ
ル

資
本
主
義
」（
ジ
グ
レ
ー
ル
、
二
〇
〇
三
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済

は
辞
書
の
空
間
的
な
「
地
球
規
模
の
」
経
済
で
は
な
く
、
そ
の
「
空
間
で
」
生
起
し

て
い
る
人
間
を
人
間
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
道
徳
的
な
問
題
を
帯
び
た
概
念
な
の
で

あ
る
。

　

ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
今
ま
で
の
枠
組
み
に
慣
れ
親
し
み
、

経
済
的
恩
恵
を
受
け
て
き
た
側
は
そ
の
よ
う
な
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
が
持
つ
道
徳
的
問

題
に
気
付
き
に
く
く
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
シ
ュ
ー
」
以
外
は
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ

が
ち
で
あ
る
が
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
が
関
係
し
て
い
る
事
象
は
す
べ
て
地
球
全
体
に
広

が
っ
た
空
間
の
中
で
弱
肉
強
食
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
道
徳
問
題
が
関
係
し
て
お
り

「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
も
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
も
例
外
で
は
な
い
。
つ
ま

り
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
は
そ
も
そ
も
道
徳
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
て
、
そ
こ
に
道
徳
的

問
題
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
経
済
的
に
強
く
、
恩
恵
を
受
け
て
い

る
側
で
あ
り
、「
地
球
規
模
」
と
は
価
値
中
立
的
な
言
葉
で
は
な
い
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
：

国
民
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
正
義
論

　

こ
の
よ
う
な
道
徳
的
問
題
を
含
む
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
に
つ
い
て
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル

正
義
論
」
あ
る
い
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
」
と
い
う
研
究
領
域
が
成
立

し
て
き
て
い
る
（
最
近
で
は
『
思
想
』
二
〇
二
〇
年
七
月
号
に
お
い
て
「
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
」
が
特
集
と
し
て
組
ま
れ
た
）。

　

現
代
に
お
い
て
「
正
義
論
」
に
言
及
す
る
際
、
米
国
哲
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル

ズ
の
『
正
義
論
』（
一
九
七
一
）
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
彼
の

代
表
的
な
「
正
義
の
二
原
理
」
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　

 

第
一
原
理　

 「
各
人
は
、
基
本
的
自
由
を
平
等
に
分
か
ち
合
う
た
め
の
最
も
広

範
な
体
系
全
体
に
対
し
、
平
等
に
権
利
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
そ
の
体
系
は
、
す
べ
て
の
人
の
自
由
と
い
う
、
同
類

の
体
系
と
矛
盾
し
な
い
」

　
　

第
二
原
理　

 「
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
は
、
⒜
も
っ
と
も
恵
ま
れ
て
い
な
い

人
々
に
と
っ
て
最
大
の
利
益
と
な
り
、
公
正
な
貯
蓄
原
理
と
一
致

す
る
よ
う
に
、
ま
た
⒝
完
全
な
機
会
均
等
の
条
件
の
下
で
地
位
や

職
務
が
す
べ
て
の
人
に
公
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
調
停
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
い
」

 

（
ロ
ー
ル
ズ
、
一
九
七
一
、 

原
著p.60

）
（
２
）
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第
一
原
理
は
カ
ン
ト
的
普
遍
性
（
カ
ン
ト
、
一
九
九
四
）
を
平
等
に
当
て
は
め
た

も
の
で
、
第
二
原
理
は
社
会
に
現
存
す
る
格
差
を
恵
ま
れ
な
い
人
に
と
っ
て
改
善
さ

れ
る
形
で
の
み
認
め
る
「
格
差
原
理
（difference principle

）」
で
、
現
実
的
な
正

義
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
は
分
配
を
公
正
に
行
う

「
分
配
的
正
義
」
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
考
え
を
国
際
社
会
へ
と
適
用
範
囲
を
広
げ
よ

う
と
し
て
い
る
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
を
国
際
社
会
へ
の
拡
大
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

ベ
イ
ツ
の
『
国
際
秩
序
と
正
義
』（
ベ
イ
ツ
、
一
九
七
九
）
で
あ
り
、
そ
の
後
ト
マ

ス
・
ポ
ッ
ゲ
（
ポ
ッ
ゲ
、
二
〇
〇
八
）
ら
が
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
論

を
展
開
し
て
い
る
（
伊
藤
、
二
〇
一
〇
）。
彼
ら
の
主
張
は
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
れ

ば
、
対
抗
す
る
部
分
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
が
、
地
球
的
な
諸
問
題
に
対
し
て
国
民

国
家
を
超
え
て
「
分
配
的
正
義
」
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

「
自
己
責
任
」
の
増
殖

　

こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
の
研
究
群
を
後
押
し
す
る
、
あ
る
い
は

世
間
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
カ
ナ
ダ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ナ
オ

ミ
・
ク
ラ
イ
ン
の
問
題
提
起
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
彼
女
の
『
ブ
ラ
ン

ド
な
ん
か
、
い
ら
な
い
：
搾
取
で
巨
大
化
す
る
大
企
業
の
非
情
』（
一
九
九
九
）
が
発

展
途
上
国
のSw

eat Shops

（
搾
取
工
場
）
の
状
況
を
世
界
的
に
知
ら
し
め
、
彼
ら
の

お
か
れ
た
現
代
の
奴
隷
状
況
を
以
下
の
よ
う
に
ル
ポ
し
て
い
る
。

　
　

 「
カ
ル
メ
リ
ー
タ
・
ア
ロ
ン
ゾ
の
死
は
、
ピ
ー
ク
時
の
、
と
く
に
厳
し
く
長
い
深

夜
シ
フ
ト
の
あ
と
に
起
こ
っ
た
。「
仕
上
げ
る
商
品
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
誰

も
家
に
帰
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
」
と
、
カ
ル
メ
リ
ー
タ
の
勤
め
先
の
会
社
が

所
有
す
る
別
の
デ
ニ
ム
工
場
で
働
く
ジ
ョ
ー
ジ
ー
は
言
っ
た
。
彼
女
も
そ
の
と

き
膨
大
な
仕
事
を
抱
え
て
い
た
。「
二
月
、
ラ
イ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
彼
女

は
、
一
週
間
、
毎
日
深
夜
ま
で
働
い
て
い
ま
し
た
」。
厳
し
い
シ
フ
ト
に
加
え
、

家
に
帰
る
の
に
二
時
間
も
か
か
っ
た
。
肺
炎
に
か
か
っ
た
彼
女
は
―
昼
間
は

熱
く
、
夜
は
冷
え
る
工
場
で
一
般
的
な
病
気
だ
―
責
任
者
に
少
し
休
ま
せ
て

く
れ
と
頼
ん
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
拒
否
さ
れ
、
や
が
て
病
院
に
か
つ
ぎ
込
ま
れ

た
。
九
七
年
三
月
八
日
、彼
女
は
死
ん
だ
。
く
し
く
も
そ
の
日
は
国
際
婦
人
デ
ー

だ
っ
た
。」 

（
ク
ラ
イ
ン
、
一
九
九
九
、p.217 –218

）

　

こ
の
よ
う
な
巨
大
な
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
末
端
で
声
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い

人
々
の
状
況
に
対
し
て
哲
学
的
に
そ
の
不
平
等
を
概
念
化
し
て
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る

の
が
ア
イ
リ
ス
・
ヤ
ン
グ
で
あ
り
、
彼
女
の
『
正
義
へ
の
責
任
』（
二
〇
一
一
）
に
お

い
て
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
と
同
様
に
搾
取
工
場
に
対
す
る
詳
細
な
記
述
と
こ
う
い
う

貧
困
に
対
す
る
先
進
国
の
責
任
を
主
張
し
て
い
る
。

　

ヤ
ン
グ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
が
縦
横
に
世
界
を
駆
け
巡
る
こ
と
が
で
き
る
背
後
に

社
会
的
、
経
済
的
責
任
を
個
人
に
還
元
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
「
自
己
責
任
」

（responsibility

）
と
い
う
概
念
を
批
判
し
て
い
る
。「
自
己
責
任
」
と
は
、
あ
る
個

人
が
社
会
的
、
経
済
的
に
不
遇
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
す
べ
て
そ
の
個
人
の
責
任
に

帰
し
て
し
ま
う
考
え
で
あ
り
、
個
人
を
会
社
や
社
会
か
ら
切
り
離
す
の
に
個
人
の
資

質
「
の
み
」
を
問
題
に
す
る
と
て
も
政
府
や
企
業
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
考
え
方
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
責
任
の
増
殖
を
ヤ
ン
グ
は
以
下
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

　
　

 「
政
府
高
官
、
研
究
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
そ
し
て
一
般
市
民
が
、
貧
困
を
ど

う
理
解
し
、
貧
困
と
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
に
関
す
る
考
え
方
に
、
あ
る
地
殻

変
動
が
生
じ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代
初
頭
、
断
固
し
た
保
守
で
あ
る
研
究
者

や
政
策
ア
ナ
リ
ス
ト
に
先
導
さ
れ
な
が
ら
、
保
守
層
だ
け
で
な
く
リ
ベ
ラ
ル
の

間
に
も
あ
る
言
説
が
瞬
く
間
に
広
が
っ
た
。
そ
れ
は
、
貧
し
い
人
た
ち
自
身
の

態
度
や
行
動
に
、
貧
困
に
な
る
原
因
の
ほ
と
ん
ど
が
見
い
だ
せ
る
、
と
い
う
も

の
だ
。
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
貧
困
に
陥
り
が
ち
な
社
会
層
は
、
そ
の
他
の
社
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評　論

会
層
と
比
べ
、
自
分
た
ち
の
生
に
対
す
る
責
任
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り

に
も
し
ば
し
ば
、
逸
脱
行
為
や
自
己
破
滅
的
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
公
的
扶

助
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
う
し
た
逸
脱
し
た
社
会
層
に
、
自
分
た
ち
が
何
も
し
な

く
と
も
施
し
を
受
け
取
れ
る
と
期
待
さ
せ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
問
題
を
悪
化
さ

せ
て
い
る
。
新
し
い
福
祉
国
家
は
そ
う
し
た
権
利
意
識
に
終
止
符
を
打
ち
、
貧

し
い
人
々
が
自
分
の
生
に
対
し
て
自
己
責
任
を
と
る
よ
う
に
特
別
な
要
請
を
す

る
べ
き
で
あ
る
」 

（
ヤ
ン
グ
、
二
〇
一
一
、pp.2 –3

）

　

こ
の
よ
う
に
「
現
状
」
の
責
任
を
単
純
に
す
べ
て
個
人
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
の

は
、
そ
の
時
点
で
経
済
・
社
会
的
に
安
定
し
て
い
る
側
に
と
っ
て
は
リ
ス
ク
が
な
く
、

と
て
も
魅
力
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
ヤ
ン
グ
は
、
世
の
中
に
は
や
る
べ
き
こ

と
を
や
っ
て
自
己
責
任
を
果
た
し
立
派
に
生
活
し
て
い
る
人
が
い
る
一
方
、
や
る
こ

と
を
や
ら
ず
惨
め
な
生
活
を
し
て
い
る
の
は
そ
の
個
人
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
単
純

な
二
分
法
は
「
本
当
に
そ
う
な
の
か
？
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
う
し
た

状
況
は
弱
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
安
直
に
「
自
己
責
任
」
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
だ
け
で
、

何
か
を
覆
い
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。

「
自
己
責
任
」
が
覆
い
隠
す
「
構
造
的
不
正
義
」

　

ヤ
ン
グ
は
、
こ
の
『
正
義
へ
の
責
任
』
に
お
い
て
上
記
の
「
自
己
責
任
」
が
覆
い

隠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
を
「
構
造
性
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（p.64
）。

人
間
は
通
時
的
に
そ
の
社
会
が
背
負
っ
て
き
て
い
る
歴
史
に
大
き
く
規
定
さ
れ
、
共

時
的
に
は
国
民
国
家
の
枠
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
関
係
性
の
中
を
生
き
て
い
る
。

そ
う
い
う
社
会
で
生
き
て
い
る
中
で
社
会
的
不
遇
を
個
人
の
責
任
に
の
み
帰
せ
る
こ

と
は
で
き
ず
、
人
間
が
構
造
的
に
通
時
的
・
共
時
的
負
荷
が
あ
る
こ
と
を
正
確
に
捉
え

返
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
自
己
責
任
」
の
み
強
調
す
る
こ
と
は
人
を
歴
史
・
社
会

か
ら
引
き
離
し
、
個
人
を
孤
立
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
「
市
場
価
値
」
と
し
て

扱
い
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
ン
グ
は
「
自
己
責
任
と
い
う
レ
ト
リ
ッ

ク
は
、
個
人
を
孤
立
し
た
、
原
子
的
存
在
と
す
る
見
方
を
助
長
す
る
」（p.30

）
と
表

現
し
て
い
る
。

　

ヤ
ン
グ
に
先
駆
け
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
構
造
性
」
を
指
摘
し
て
い
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
平
和
学
者
で
あ
る
ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
「
構
造
性
」
に
つ
い
て
、「
暴
力
を

行
使
す
る
主
体
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
暴
力
を
個
人
的
ま
た
は
直
接
的
暴
力
と
呼

び
、
こ
の
よ
う
な
行
為
主
体
が
存
在
し
な
い
場
合
、
そ
れ
を
構
造
的
ま
た
は
間
接
的

暴
力
と
呼
ぶ
」
と
説
明
し
て
い
る
（
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
、
一
九
六
九
）。
伊
藤
（
二
〇
一

〇
）
の
解
説
を
参
考
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
通
常
人
権
を
毀
損
さ
れ

た
と
き
司
法
的
に
そ
の
毀
損
し
た
加
害
者
を
特
定
し
て
責
任
を
追
及
で
き
る
。
し
か

し
か
つ
て
植
民
地
と
さ
れ
た
国
々
で
あ
っ
た
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
化
で
奴
隷
の
よ

う
に
扱
わ
れ
て
い
る
人
々
が
そ
の
構
造
か
ら
来
る
歪
み
（
植
民
地
に
よ
っ
て
乱
開
発

さ
れ
た
土
地
や
人
種
差
別
、
宗
主
国
の
言
語
に
よ
る
教
育
、
幾
重
に
も
つ
な
が
る
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
搾
取
工
場
で
行
わ
れ
て
い
る
虐
待
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
難
し

い
労
働
環
境
）
な
ど
で
具
体
的
に
人
権
を
毀
損
さ
れ
て
い
て
も
そ
の
暴
力
の
加
害
者

を
人
間
と
し
て
特
定
で
き
な
い
場
合
、
現
在
司
法
的
に
は
責
任
を
追
及
で
き
ず
、
結

果
的
に
泣
き
寝
入
り
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
構
造
性
」
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ヤ
ン
グ
は
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
が
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』

（
ア
ー
レ
ン
ト
、
一
九
六
七
）
で
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
考
察
か

ら
た
ど
り
着
い
た
個
人
に
問
う
こ
と
と
な
る
「
罪
」
と
集
団
に
問
う
こ
と
が
で
き
る

「
責
任
」
の
峻
別
を
援
用
し
な
が
ら
、
ヤ
ン
グ
は
か
つ
て
の
宗
主
国
（
通
時
的
加
害

者
）
で
あ
ろ
う
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
（
共
時
的
加
害
者
）
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
は
人

権
を
毀
損
し
た
加
害
者
で
あ
り
、
た
と
え
特
定
の
人
間
で
な
く
て
も
責
任
を
問
う
こ

と
が
で
き
る
「
構
造
的
不
正
義
」
と
し
て
そ
の
責
任
の
主
体
性
を
概
念
化
し
た
。

　

こ
の
構
造
的
不
正
義
に
関
し
て
も
ち
ろ
ん
日
本
も
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
な
く
、

植
民
地
に
関
し
て
は
一
八
九
五
年
に
植
民
地
化
し
た
台
湾
、
そ
し
て
一
九
一
〇
年
か
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ら
植
民
地
化
し
た
朝
鮮
半
島
に
関
し
て
「
構
造
的
不
正
義
」
の
責
任
を
負
っ
て
い

る
し
、
現
在
の
外
国
人
労
働
者
問
題
に
関
し
て
労
働
法
規
を
無
視
し
た
環
境
で
の
労

働
に
従
事
し
て
い
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
「
構

造
的
不
正
義
」
に
も
責
任
が
あ
る
。

私
は
ど
こ
ま
で
私
な
の
か
？

　

ア
イ
リ
ス
・
ヤ
ン
グ
が
析
出
し
た
「
構
造
性
」
と
は
言
い
換
え
れ
ば
人
間
の
時
間

的
・
空
間
的
拘
束
性
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
文
化
、
あ
る
地
域
に
生
ま
れ

る
こ
と
か
ら
人
間
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
る
時
代
に
生
ま
れ
る
こ
と
か
ら
逃

れ
ら
れ
な
い
、
つ
ま
り
出
生
に
関
し
て
選
択
権
が
な
い
の
が
人
間
で
あ
る
。
言
い
か

え
れ
ば
人
間
は
生
ま
れ
た
時
点
で
そ
こ
に
は
文
化
が
あ
り
、
言
葉
が
あ
り
、
歴
史
が

あ
り
、
近
代
に
お
い
て
は
「
国
民
」
が
あ
り
、
か
つ
て
の
「
宗
主
国
」
で
あ
っ
た
り
、

か
つ
て
の
「
植
民
地
」
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　

こ
う
し
た
人
間
が
時
間
的
・
空
間
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
か
つ
て

の
「
共
同
体
主
義 vs. 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
思
想
的
対
立
よ
り
も
裾
野
を
広
く

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
が
人
間
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
的
に
考
え
た
こ
と
（
テ
イ
ラ
ー
、
一
九
九
一
）
は
、
現

在
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
問
題
に
関
し
て
寛
容
な
ブ
シ
ャ
ー
ル
・
テ
イ
ラ
ー

報
告
に
反
映
さ
れ
て
い
る
（
ブ
シ
ャ
ー
ル
＆
テ
イ
ラ
ー
、
二
〇
〇
八
）。
ま
た
近
年
で

は
伊
藤
（
二
〇
一
〇
）
が
「
私
の
も
の
は
私
の
も
の
か
」
と
取
り
上
げ
て
い
る
マ
ー

フ
ィ
ー
と
ネ
ー
ゲ
ル
の
『
税
と
正
義
』（
マ
ー
フ
ィ
ー
＆
ネ
ー
ゲ
ル
、
二
〇
〇
二
）
で

展
開
さ
れ
て
い
る
ロ
ッ
ク
に
始
ま
る
近
代
的
な
所
有
権
に
対
し
、
そ
も
そ
も
所
有
権

が
成
立
す
る
た
め
に
は
社
会
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
り
、
個
人
の
所
有
を
完
全
に
す

べ
て
個
人
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
を
税
法
的
に
考
え
、
自
己
の
所
有
を

「
課
税
後
所
得
」に
限
定
す
る
議
論
も
人
間
と
社
会
の
不
可
分
性
を
考
え
る
上
で
重
要

な
視
点
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
付
け
加
え
広
く
科
学
的
に
も
人
間
存
在
が
社
会
と
の
や
り
と
り
が
不
可
分

で
あ
る
こ
と
が
二
十
世
紀
後
半
か
ら
語
ら
れ
始
め
て
い
る
。
心
理
学
に
お
い
て
人
間

の
発
達
は
歴
史
文
化
的
な
社
会
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
ヴ
ィ

ゴ
ツ
キ
ー
心
理
学
が
、
心
理
発
達
を
個
体
発
達
か
ら
考
察
し
た
ピ
ア
ジ
ェ
よ
り
も
評

価
を
得
て
き
て
い
る
こ
と
（
ラ
イ
ト
バ
ウ
ン
＆
ス
パ
ダ
、
二
〇
一
三
）。
そ
し
て
脳
科

学
の
分
野
に
お
い
て
も
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ダ
マ
シ
オ
の
「
ソ
マ
テ
ィ
ッ
ク
マ
ー
カ
ー
仮

説
」
で
主
張
さ
れ
て
い
る
脳
機
能
が
身
体
感
情
と
の
協
働
作
業
で
あ
り
、
そ
の
身
体

性
は
他
者
と
の
や
り
と
り
と
い
う
社
会
か
ら
の
影
響
の
道
筋
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
（
ダ
マ
シ
オ
、
一
九
九
四
）。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
人
間
が
持
つ
構
造
性
あ
る
い
は
拘
束
性
は
か
な
り
動

か
し
が
た
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
構
造
性
は
つ
ね
に
す
で
に
「
力
関
係
」

も
孕
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
人
間
は
そ
の
人
間
の
「
自
己
責
任
」
で
は
何
と
も
な
ら
な

い
も
の
を
背
負
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ

で
あ
り
、
ヤ
ン
グ
が
暴
露
し
て
い
る
暴
力
的
な
構
造
性
の
意
味
で
あ
る
。
力
が
強
い

側
に
生
ま
れ
落
ち
れ
ば
好
都
合
だ
が
、
弱
い
側
に
生
ま
れ
落
ち
れ
ば
は
じ
め
か
ら
相

当
な
ハ
ン
デ
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
最
初
に
戻
る
が
こ
う
い
う
構
造
性

が
あ
る
中
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
は
「
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
て
い
い
の
か
？
」
と
い

う
こ
と
を
真
の
意
味
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
そ
う
い
っ
た
個
人
の
責
任
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
不
平
等
や
貧
困
を
「
自
己
責

任
」
と
し
て
覆
い
隠
す
こ
と
が
道
徳
的
に
許
さ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う

「
最
も
恵
ま
れ
な
い
人
」
に
焦
点
を
当
て
た
分
配
的
正
義
が
求
め
ら
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
正
義
論
の
構
想
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
様
々
な
角
度
か

ら
議
論
さ
れ
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
関
連
の
浩
瀚
な
研
究
を
渉
猟

し
た
伊
藤
（
二
〇
一
〇
）
の
研
究
に
「
国
際
連
帯
税
」
を
含
め
た
具
体
的
な
提
案
も

詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
哲
学
的
に
も
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
（
二
〇
〇
四
）
が
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
（
二
〇
〇
〇
）
に
依
拠
し
た
「
討
議
倫
理
」
の
可
能
性
も
グ
ロ
ー
バ
ル
社

会
に
お
け
る
普
遍
性
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
３
）

（
４
）
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評　論

再
び
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
？

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
と
は
空
間
的
に
広
が
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
様
々
な
地
域
と
の
接
触
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
共
時
的
な
力
関
係
が
含

ま
れ
る
。
さ
ら
に
様
々
な
地
域
は
す
で
に
歴
史
的
な
力
関
係
を
含
ん
で
い
る
の
で
そ

れ
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
土
地
が
平
面
で
永
遠
に
終
わ
る
こ
と
の
な

い
地
平
な
ら
、
こ
う
い
う
煩
わ
し
さ
も
な
く
、
普
通
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
で
考
え
ら

れ
て
い
る
「
空
間
の
広
が
り
」
を
表
す
だ
け
の
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。
際
限
な
く
広

が
る
地
平
上
な
ら
嫌
い
な
国
が
あ
れ
ば
そ
こ
を
避
け
て
通
れ
ば
い
い
し
、
歴
史
的
に

か
か
わ
り
た
く
な
い
国
が
あ
れ
ば
遠
く
に
引
っ
越
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ

は
現
実
的
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
そ
も
そ
も
語
義
的
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
は
際
限
の
な
い
「
平
面
」
の
意
味
で
は
な
く
、
空
間
的
に
閉

じ
た
「
球
体globe

」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ

う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
を
考
察
す
る
と
様
々
な
拘
束
性
を
考
え
ざ
る
を
え
ず
、
情
報
・
交

通
網
が
発
達
し
地
球
を
文
字
通
り
縦
横
に
駆
け
巡
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

現
代
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
状
況
は
素
朴
な
「
空
間
的
な
広
が
り
」
で
片
を
つ
け
る

こ
と
は
で
き
ず
、「
閉
じ
た
空
間
」
へ
の
ま
な
ざ
し
の
方
が
適
切
で
は
な
い
か
と
思

え
る
。

　
『
進
撃
の
巨
人
』に
お
い
て
巨
人
を
倒
し
自
由
を
求
め
て
壁
の
外
に
で
た
主
人
公
エ

レ
ン
が
発
し
た
言
葉
が
そ
の
ま
ま
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
概
念
に
跳
ね
返
っ
て
く

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
諫
山
、
二
〇
一
七
）。

　
「
向
こ
う
に
い
る
敵
、
全
部
殺
せ
ば
、
オ
レ
達
自
由
に
な
れ
る
の
か
？
」

謝
辞

　

今
回
の
文
章
は
二
〇
二
〇
年
度
卒
業
研
究
Ⅰ
・
Ⅱ
で
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
っ
た
伊

藤
恭
彦
著
『
貧
困
の
放
置
は
罪
な
の
か
：
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

ズ
ム
』（
二
〇
一
〇
）
と
授
業
内
で
の
ゼ
ミ
学
生
と
の
議
論
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

注（
1
） 「
よ
そ
者
」「
他
者
」
に
関
し
て
は
二
〇
二
〇
年Black Lives M

atter

で
も
話
題
と
な
っ
た
ノ
ー

ベ
ル
賞
作
家
で
あ
る
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
『「
他
者
」
の
起
源
：
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
の
ハ
ー
バ
ー

ド
連
続
講
演
録
』（
荒
こ
の
み
訳 

集
英
社 

二
〇
一
九
年
、
原
著
：M

orrison, T. (2017 ). The 

O
rigin of O

thers. C
am

bridge, M
ass.: H

arvard U
niversity Press

）が
と
て
も
参
考
に
な
る
。

（
2
） 

こ
の
二
原
理
は
一
九
七
一
年
の
初
版
か
ら
ベ
イ
ツ
（
一
九
七
九
）
に
お
け
る
進
藤
氏
の
訳
を
参

考
に
筆
者
が
訳
し
た
。

（
3
） 

た
と
え
ば
二
〇
一
九
年
韓
国
で
公
開
さ
れ
た
オ
ム
・
ユ
ナ
監
督
の
『
マ
ル
モ
イ
（
말
모
이
）』
で

一
九
一
〇
年
に
始
ま
る
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
化
で
朝
鮮
半
島
の
人
々
が
言
語
政

策
を
含
め
て
ど
の
よ
う
な
弾
圧
を
受
け
て
い
た
か
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
4
） 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
二
〇
二
〇
年
十
月
十
七
日
に
放
送
さ
れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
「
調
査
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
～
外

国
人
技
能
実
習
制
度
を
追
う
～
」
で
は
、
日
本
で
働
く
四
十
一
万
人
の
外
国
人
技
能
実
習
生
に

関
し
て
、
労
働
基
準
監
督
署
な
ど
の
監
督
指
導
で
は
七
割
以
上
の
事
業
所
で
法
令
違
反
が
見
つ

か
り
、
国
連
か
ら
も
人
権
侵
害
の
勧
告
を
受
け
て
い
る
現
状
を
背
景
に
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
の
実

習
生
、
そ
の
家
族
、
現
地
の
送
り
出
し
機
関
、
そ
し
て
日
本
の
管
理
団
体
を
取
材
し
、
日
本
で

現
在
進
行
し
て
い
る
外
国
人
技
能
実
習
制
度
の
悲
惨
な
状
況
を
報
道
し
て
い
る
。

︻
外
国
語
原
著
︼

ア
ー
レ
ン
ト
，
ハ
ン
ナ
（
一
九
六
七
）．Eichim

ann in Jerusalem
: A Report on the Banality of Evil. 

N
ew

 York, N
.Y.: Penguin Books.　

翻
訳
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
：
悪
の
陳
腐
さ

に
つ
い
て
の
報
告
』（
大
久
保
和
郎
訳 

み
す
ず
書
房 

一
九
九
四
年
）．

ベ
イ
ツ
，
チ
ャ
ー
ル
ズ
（
一
九
七
九
）．Political Theory and International Relations. Princeton, 

N
.J.: Princeton U

niversity Press.　

翻
訳
『
国
際
秩
序
と
正
義
』（
進
藤
榮
一
訳 

岩
波
書

店 

一
九
八
九
年
）．

ベ
ン
ハ
ビ
ブ
，
セ
イ
ラ
（
二
〇
〇
四
）．The Rights of O

thers: Aliens, Residents, and Citizens. C
am

-

bridge: C
am

bridge U
niversity Press.　

翻
訳
『
他
者
の
権
利
：
外
国
人
・
居
留
民
・
市
民
』

（
向
山
恭
一
訳 

法
政
大
学
出
版
局 

二
〇
〇
六
年
）．

ブ
シ
ャ
ー
ル
，
ジ
ェ
ラ
ー
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＆ 

テ
イ
ラ
ー
，
チ
ャ
ー
ル
ズ
（
二
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八
）．Building the Future: A 

Tim
e for Reconciliation. G

ouvernem
ent du Q

ubec.　

翻
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『
多
文
化
社
会
ケ
ベ
ッ
ク
の
挑
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戦
：
文
化
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調
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シ
ャ
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書
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）．V

iolence, Peace, and Peace R
esearch, Journal of Peace 

Research, Vol. 6 , N
o. 3 , pp. 167 –191 .

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
，
ユ
ル
ゲ
ン
（
一
九
九
〇
）．M
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 Press.　
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憲
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）．G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten. H

am
burg: Felix 

M
einer.　

翻
訳 

訳
注
・
カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
宇
都
宮
芳
明
訳 

以
文

社 

一
九
八
九
年
）．
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書
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翻
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：

外
国
語
学
習
・
教
育
に
生
か
す
第
二
言
語
習
得
論
』
岩
波
書
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〇
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学
出
版
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〇
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niversity Press.　

翻

訳
『
正
義
論
』（
川
本
隆
史
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書
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ゲ
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〇
八
）．W
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世
界
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人
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岩
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書
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）．
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〇
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