
〈脱中心化〉から〈再中心化〉へ : オギュスタン
・ベルクと日本

著者 木岡 伸夫
雑誌名 関西大学東西学術研究所紀要
巻 41
ページ 63-75
発行年 2008-04-01
その他のタイトル Entre  decentralisation  et  recentralisation 

: Augustin Berque et le Japon
URL http://hdl.handle.net/10112/2857

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Kansai University Repository

https://core.ac.uk/display/228671445?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


〈
脱
中
心
化
〉
か
ら
〈
再
中
心
化
〉
へ

六
三

〈
脱
中
心
化
〉
か
ら
〈
再
中
心
化
〉
へ 

―
― 

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
と
日
本木　

岡　

伸　

夫

一　
〈
近
代
と
の
出
会
い
〉
と
は
何
か

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
近
代
と
の
出
会
い
〉
に
関
し
て
、
近
代

と
出
会
う
主
体
は
誰
な
の
か
、
ま
た
い
つ
い
か
な
る
仕
方
で
近
代
と
出
会
う
の

か
、
が
共
通
了
解
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
役
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
い

ず
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
か
ら
二
〇
世
紀

後
半
の
ベ
ル
ク
に
至
る
、
出
自
も
活
動
の
場
所
や
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る

人
々
に
つ
い
て
、〈
近
代
と
の
出
会
い
〉
が
成
立
す
る
と
い
う
の
は
、
い
か
な

る
意
味
に
お
い
て
か
。
ま
ず
、
こ
の
基
本
的
な
問
題
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め

た
い
。

　

最
初
に
弁
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
近
代
」
が
普
遍
的
な
歴
史
的
時
代
で

は
な
く
、
厳
格
に
見
れ
ば
西
欧
に
の
み
成
立
す
る
時
代
区
分
を
表
す
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
は
、
大
航
海
に
よ
る
地
理
的
発
見
の
時
代

に
、
自
己
の
〈
外
部
〉
で
あ
る
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
存
在
を
知
り
、
そ
こ
に
進
出

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
新
世
界
の
植
民
地
化
か
ら
帝
国
主
義
的
な
支
配
に
至

る
一
連
の
展
開
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
が
非
自
己
を
侵
略
す
る
、
自
己
拡
張
の

振
舞
い
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
外
へ
と
向
か
う
一
方
向
の
運
動
で
は
な
い
。
そ

れ
は
外
向
き
の
拡
張
（explosion

）
で
あ
る
と
同
時
に
、
内
に
向
か
う
視
線

に
お
い
て
自
己
の
あ
り
方
を
確
認
す
る
反
省
の
動
き
を
伴
う
。
こ
の
よ
う
に
、

外
部
に
向
か
う
動
き
が
自
己
の
内
へ
と
回
折
す
る
視
線
を
生
み
、〈
自
己
と
は

何
か
〉
と
い
う
問
い
に
向
き
合
う
自
己
言
及
の
所
作
を
伴
っ
た
と
こ
ろ
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
固
有
な
「
近
代
」
が
成
立
し
た
ゆ
え
ん
が
あ
る（

1
）。

同
時
並

行
的
に
自
己
の
〈
内
〉
と
〈
外
〉
に
向
か
う
運
動
が
、「
近
代
」
を
歴
史
上
の

画
期
と
し
て
し
る
し
づ
け
た
地
域
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
で
あ
り
、
ほ
か
に
は

存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
は
す
べ
て
、
こ
う
し
た

西
欧
的
主
体
の
自
己
実
現
の
手
段
と
し
て
、
利
用
さ
れ
る
客
体
に
過
ぎ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
近
代
へ
の
通
路
を
設
定
し
た
場
合
、
そ
の
近
代
と
出
会

う
主
体
は
一
体
誰
な
の
か
。
近
代
が
、
上
記
の
意
味
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
主



六
四

体
の
行
為
を
意
味
す
る
と
と
ら
え
る
な
ら
、
近
代
と
出
会
っ
た
の
は
、
何
よ
り

も
ま
ず
彼
ら
の
欲
望
に
相
対
し
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い（

2
）。

植
民
地
に
入
植
し
た
白
人
に
と
っ
て
、
先
住
民
族
が
彼
ら
の
理

解
を
超
え
た
人
種
で
あ
っ
た
と
同
様
、
遭
遇
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
現
地
の
人
々

に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
は
得
体
の
知
れ
な
い
他
者
で
あ
っ
た
。
こ
の

接
触
な
い
し
衝
突
の
出
来
事
を
第
三
者
的
に
眺
め
れ
ば
、「
近
代
」＝
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
出
会
っ
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
地
の
主
体
で
あ
る
。

　

し
か
し
、〈
近
代
と
の
出
会
い
〉
と
し
て
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
主
眼
と
す
る

と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
出
会
い
の
事
実
で
は
な
い
。
す
で
に
他
の

発
表
を
つ
う
じ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
と
出
会
う
主
体
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
問
題

は
、〈
外
部
〉
に
向
か
い
つ
つ
内
へ
と
反
転
す
る
視
線
に
お
い
て
、
彼
ら
が
い

か
な
る
自
己
反
省
を
行
っ
た
か
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
お
け

る〈
近
代
と
の
出
会
い
〉で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
た〈
出

会
い
〉
の
問
題
と
は
、
し
た
が
っ
て
第
一
に
、
彼
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
、
外
部

の
〈
他
者
〉
と
い
か
に
出
会
っ
た
か（

3
）、

第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
他
の
世
界
を
知

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
自
己
の
あ
り
よ
う
を
い
か
に
問
い
直
し
た
か
、
で

あ
る
。

　

当
然
な
が
ら
、
第
一
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
第
二
の
問
い
に

答
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
後
者
に
お
い
て
、〈
自
己
と
は
何
か
〉
と
〈
近

代
と
は
何
か
〉
は
等
価
の
問
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
所
在
を
確
認
し

た
う
え
で
、
私
自
身
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

脱
中
心
化
―
風
土
学
へ
の
道

　

文
化
地
理
学
者
・
日
本
学
者
と
し
て
著
名
な
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
、

一
九
四
二
年
、
北
ア
フ
リ
カ
（
モ
ロ
ッ
コ
）
の
ラ
バ
ト
に
生
ま
れ
た
。
パ
リ
大

学
で
地
理
学
第
三
課
程
博
士
号
を
修
め
、
一
九
七
七
年
に
は
論
文
「
北
海
道
の

大
地
―
―
文
化
地
理
学
的
研
究
」
に
よ
っ
て
国
家
博
士
号
を
取
得
す
る
。

一
九
六
九
年
の
初
来
日
以
来
、
長
期
の
日
本
滞
在
期
間
を
含
め
て
数
多
く
の
来

日
を
重
ね
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
学
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
こ
と
は
、

衆
目
が
一
致
す
る（

4
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
主
体
と
し
て
、
ベ
ル
ク
を
取
り
上
げ
る
こ
と
の
意
義
は
何

か
。
前
述
の
二
つ
の
問
い
に
結
び
つ
け
る
な
ら
、
ベ
ル
ク
が
一
フ
ラ
ン
ス
人
と

し
て
出
会
う〈
他
者
〉は
日
本
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る〈
近

代
と
の
出
会
い
〉
を
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
〈
近
代
と
の
出
会
い
〉
に
関
係
づ

け
て
検
討
す
る
機
会
を
こ
こ
に
提
供
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

5
）。

そ
の
出
会

い
を
ベ
ル
ク
の
側
か
ら
見
た
場
合
、
日
本
と
い
う
〈
外
部
〉
に
接
触
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
主
体
が
い
か
な
る
自
己
省
察
を
成
就
し
た
の
か

が
、
テ
ー
マ
と
し
て
浮
上
す
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
二
つ
の
角
度
か
ら
検
討
さ

れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
方
が
、
題
名
に
掲
げ
た
〈
脱
中
心
化
〉
で
あ
る
。

　
〈
脱
中
心
化
〉
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
自
己
が
異
質
な
他
者
と
ふ
れ
あ
い
、

そ
の
接
触
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
世
界
観
や
人
生
観
を
何
ほ
ど
か
変
え
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
を
体

験
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
主
体
内
の
揺
れ
動
き
は
、
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や
が
て
本
来
の
〈
自
己
〉
―
―
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て

―
―
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
求
心
的
な
運
動
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
し
た
自
己
回
復
の
動
き
が
、
も
う
一
つ
の
角
度
で
あ
る〈
再
中
心
化
〉

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

自
己
の
世
界
か
ら
出
て
他
者
と
の
出
会
い
に
臨
む
主
体
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
必
然
的
に
〈
脱
中
心
化
〉
と
〈
再
中
心
化
〉
を
経
験
す
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
、〈
外
〉
へ
の
進
出
と
〈
内
〉
へ
の
還
帰
を
同
時
に
二
つ
な
が
ら
遂
行
す

る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
運
動
が
個
人
的
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る

あ
り
方
こ
そ
、
ま
さ
し
く
〈
脱
中
心
化
〉
と
〈
再
中
心
化
〉
の
媒
介
・
統
合
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
他
の
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
は
一
線
を
画
す

る
仕
方
で
、
こ
の
二
重
の
自
己
確
認
の
手
続
き
を
遂
行
し
て
き
た
人
物
が
、
オ

ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
そ
の
人
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
登
場
す
る
の
は
、
そ
れ

以
前
と
は
異
な
る
西
洋
近
代
の
終
焉
の
時
代
で
あ
る
。

　

近
代
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
〈
世
界
の
見
方
〉
が
変
化
す
る
。
そ

の
変
化
は
、
十
六
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
に
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た「
風
景
」

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
し
る
し
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し

ベ
ル
ク
の
研
究
活
動
が
始
ま
っ
た
二
〇
世
紀
後
半
に
は
、
近
代
の
終
焉
が
囁
か

れ
、
超
近
代
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
）
へ
の
移
行
が
論
議
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い

た
。
近
代
の
終
わ
り
は
、
当
然
な
が
ら
西
欧
に
お
け
る
「
風
景
の
死（

6
）」

と
一
つ

で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
時
代
が
背
景
と
な
る
か
ぎ
り
、
近
代
の
命
運
を
考
え
る
こ
と
は
、

取
り
も
直
さ
ず
変
容
し
続
け
る
風
景
の
あ
り
方
に
向
き
直
る
こ
と
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
ベ
ル
ク
が
風
景
の
問
題
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
き
っ
か

け
は
、
日
本
と
い
う
異
文
化
と
の
出
会
い
に
あ
る
。
日
本
で
の
研
鑽
の
日
々
を

つ
う
じ
て
、
ベ
ル
ク
は
「
風
土
」
の
問
題
に
開
眼
す
る（

7
）。

彼
に
と
っ
て
日
本
と

の
出
会
い
は
、「
風
土
学
」（m

ésologie

）
と
い
う
学
問
上
の
拠
点
を
見
出
し
、

そ
の
領
野
を
切
り
開
く
機
会
と
な
っ
た
。
日
本
と
い
う
〈
他
者
〉
を
介
し
た
自

己
確
認
の
手
続
き
は
、
そ
の
ま
ま
風
土
学
を
確
立
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、〈
脱
中
心
化
〉
を
経
由
し
た
〈
再
中
心
化
〉
の
道
を
表
し
て
い
る
。

　

で
は
、
ま
ず
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
、
日
本
お
よ
び
そ
の
風
土
と
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
。
彼
が
風
土
の
問
題
と
遭
遇
し
た
の
は
、
北
海
道
の
開
拓
を

テ
ー
マ
と
す
る
調
査
研
究
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
明
治
政
府
の
外
国
人
顧
問
が
、

北
欧
型
の
農
業
、
酪
農
を
勧
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
入
植
し
た
農
民
は
頑
と

し
て
稲
作
に
固
執
し
つ
づ
け
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
熱
帯
原
産
の
イ
ネ
が
、
気

候
・
地
質
等
の
自
然
条
件
面
で
不
適
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
海
道
で
栽
培
さ

れ
る
経
緯
に
は
、
日
本
人
と
米
と
の
歴
史
的
な
深
い
絆
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ

を
表
す
の
は
、「
死
ぬ
ま
で
に
米
を
腹
い
っ
ぱ
い
食
い
た
い
」
と
い
う
農
民
の

言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
が
物
語
る
よ
う
に
、
風
土
と
は
人
間
の
生
き
方
を

決
定
す
る
環
境
の
こ
と
で
は
な
い
。
風
土
は
人
間
が
つ
く
り
だ
す
環
境

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
関

0

0

0

係0

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
、
場
所
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て

く
る
。
メ
ゾ
ロ
ジ
ー
は
、
そ
う
し
た
場
所
に
固
有
な
関
係
性
、「
お
も
む
き
」

（sens
）（

8
）を

、
風
土
性
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
学
問
で
あ
る
。

　

風
土
の
お
も
む
き
は
、
何
よ
り
も
風
景
に
表
れ
る
。
日
本
と
い
う
異
文
化
に

触
れ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
自
己
の
根
生
い
の
地
に
は
な
か
っ
た
風
景
を
見
つ



六
六

け
、
そ
れ
に
馴
染
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
異
な
る

〈
世
界
の
見
方
〉
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
異
な
る
風
土
は
異
な
る
世
界
を
意

味
す
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
な
る
風
土
に
立
つ
と
き
、
い
わ
ば
世
界
と
世

界
が
衝
突
す
る
。
他
の
世
界
を
受
け
容
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
の
風
景

は
拒
絶
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
り
わ
け
日
本
の
世
界

が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
西
欧
的
見
方
を
身
に
つ
け
た
人
間
が
日

本
的
風
景
を
受
容
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
風
土
学
の
主
張
が
あ
る
。
な
ぜ
か
と

い
え
ば
、
風
土
学
は
特
定
の
世
界
を
唯
一
の
中
心
に
置
く
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

多
数
の
中
心
が
並
び
立
つ
―
―
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
世
界
が
並
存
す
る
―
―

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
自
己
以
外
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
脱

中
心
化
〉
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
元
主
義

の
哲
学
を
保
証
す
る
の
は
、
多
様
な
文
化
の
〈
型
〉
が
存
在
す
る
と
い
う
、〈
型

の
思
想
〉（

9
）で

あ
る
。
日
本
の
風
土
を
内
側
か
ら
と
ら
え
る
ベ
ル
ク
が
最
初
に
注

目
し
た
の
は
、
日
本
文
化
に
固
有
な
「
型
」（
母
型
）
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
日
本
語
で
は
、
主
語
な
し
の
表
現
が
可
能
で
あ
る
。
日
本
語
で

「
寒
い
」
と
い
う
表
現
の
意
味
は
、
寒
さ
の
感
覚
を
持
つ
主
体
を
特
定
す
る
こ

と
な
く
、
発
話
の
場
面
、
情
景
全
体
に
浸
透
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ

ン
ス
語
で
は
、Il fait froid.

（
非
人
称
的
な
「
天
候
」
が
主
語
）
とJ ’ai froid.

（「
私
」
が
主
語
）
と
を
区
別
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
日
本
語
の
世
界
で

は
、
主
体
の
位
置
は
固
定
さ
れ
ず
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
移
動
可
能
で

あ
る
。
主
語
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
に
お
い
て
、
も

の
を
見
る
主
体
の
位
置
が
表
現
と
と
も
に
移
動
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
主

体
の
位
置
を
定
め
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
西
洋
文
化
に
、
主
体
（
主
語
）
中
心

と
い
う
一
つ
の
〈
型
〉
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
主

体
よ
り
も
そ
れ
が
あ
る
場
所
を
優
先
す
る
日
本
文
化
に
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る

〈
型
〉
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
場
所
中
心
主
義（

10
）」

で
あ
る
。
両
者
は
し
か
し
、

異
な
る
文
化
の
〈
型
〉
で
あ
る
以
上
、〈
型
〉
と
〈
型
〉
の
間
に
は
、
本
来
、

一
方
が
他
方
に
優
越
す
る
関
係
、〈
中
心
〉
と
〈
周
辺
〉
の
差
別
は
成
り
立
た

な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

主
体
の
場
所
依
存
的
な
あ
り
方
は
、
視
線
が
含
む
知
覚
の
図
式
（
型
）
に
お

い
て
明
ら
か
で
あ
る
。『
日
本
の
風
景
・
西
欧
の
景
観
―
―
そ
し
て
造
景
の
時

代
』（
一
九
九
〇
年
）
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
は
視
線
が
含
む
知
覚
の
図
式
を
具

体
的
な
風
景
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
風
景
画
は
、
画

面
の
外
に
立
つ
超
越
的
主
体
か
ら
見
ら
れ
た
世
界
を
、
遠
近
法
的
な
空
間
構
成

に
よ
っ
て
表
現
す
る
。
そ
こ
に
は
客
体
と
し
て
の
世
界
と
と
も
に
、〈
見
る

我
〉、
近
代
的
主
体
が
確
固
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
と
も
と

中
国
の
影
響
を
受
け
た
日
本
的
な
風
景
表
現
で
は
、
主
体
の
視
点
が
中
心
か
ら

ず
れ
、「
多
中
心
的
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
洋
的
遠
近
法
は
成
立
し
な

い
。
こ
の
よ
う
に
風
景
表
現
の
多
様
性
が
文
化
の
〈
型
〉
の
多
元
性
を
物
語
る

と
い
う
立
場
を
と
る
か
ぎ
り
、
相
対
主
義
が
帰
結
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ベ
ル
ク
は
、
風
景
表
現
を
め
ぐ
る
比
較
文
化
論
に
お
い
て
、
自
己
省

察
の
第
一
の
契
機
で
あ
る
〈
脱
中
心
化
〉
を
遂
行
す
る
。
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風
景
画
の
よ
う
な
芸
術
表
現
に
限
定
し
て
考
え
た
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
〈
世

界
の
見
方
〉
は
美
学
の
相
違
を
反
映
す
る
。
た
と
え
文
化
の
〈
型
〉
が
一
致
し

な
い
と
し
て
も
、
た
が
い
に
寛
容
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
大
方
の
意
見

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
風
土
学
に
お
い
て
、
風
景
は
「
風
土
の
感
覚
的
か
つ
象
徴

的
次
元（

11
）」

で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
風
景
は
眺
め
ら
れ
る
対
象
の
性
質

と
い
う
よ
り
も
、
主
体
が
感
覚
知
覚
を
つ
う
じ
て
全
身
体
的
に
世
界
と
か
か
わ

る
、
そ
の
関
係
性
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い（

12
）。

こ
の
観
点
か
ら
、
文
字
ど

お
り
異
な
る
風
土
に
身
を
置
き
、
己
れ
の
全
存
在
を
挙
げ
て
他
者
と
交
わ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
状
況
に
立
っ
た
と
き
、
他
の
風
景
を
そ
れ
ほ
ど
寛
容
に
受
け
容
れ

る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

の
か
、
ま
た
受
け
容
れ
る
べ
き

0

0

で
あ
る
の
か
、
を
疑
わ
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、〈
型
〉
の
多
元
性
を
承
認
す
る
か

ぎ
り
、
一
定
の
〈
脱
中
心
化
〉
を
遂
行
す
る
が
、
身
を
も
っ
て
す
る
実
践
の
局

面
で
は
、
ど
こ
ま
で
他
者
の
〈
型
〉
に
順
応
し
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
ら
れ
る
か
、

が
試
さ
れ
る
の
で
あ
る
。〈
再
中
心
化
〉
は
、
こ
の
地
点
に
お
い
て
必
然
的
に

浮
上
し
て
く
る
反
省
の
契
機
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ベ
ル
ク
の
場
合
は
ど
う
か
。
生
き
ら
れ
る
風
景
は
、
風
土
に
お
け
る

「
場
所
」の
次
元
に
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
根
源
的
な〈
住
ま
う
〉

こ
と
に
か
か
わ
る
次
元
で
あ
る
。
そ
う
し
て
じ
っ
さ
い
に
人
が
住
ま
う
場
所
と

は
、
都
市
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
都
市
は
「
自
然
と
文
化
の
通
態（

13
）」

で
あ

る
風
土
に
含
ま
れ
る
が
、
単
純
な
意
味
で
の
風
土
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
前

近
代
の
農
村
社
会
に
対
し
、
近
代
の
都
市
は
一
般
に
高
度
に
加
工
さ
れ
た
人
為

的
構
築
物
の
性
格
を
も
つ
。
都
市
は
風
土
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
種
々
の
政
治

的
・
経
済
的
・
社
会
的
媒
介
を
経
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
高
次
の
複
合
体
、
い
わ

ば
〈
第
二
次
的
風
土
〉
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
独
特
な
風
土
と
し
て
の
都
市
の

あ
り
方
を
、
ベ
ル
ク
は
「
都
市
性
」（urbanité （

14
））

と
し
て
言
い
表
し
て
い
る
。

そ
の
都
市
に
関
し
て
、
い
か
な
る
見
方
が
と
ら
れ
る
の
か
。

　

人
間
の
住
ま
う
場
所
と
し
て
の
都
市
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
個
性
の
あ

り
よ
う
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
異
な
り
を
、
都
市
の
も
つ
〈
形
〉
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
る
。
多
様
な
都
市
の
〈
形
〉
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ

が
世
界
中
の
ど
ん
な
都
市
に
も
住
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
環
境

つ
ま
り
風
土
で
あ
る
か
ぎ
り
、
共
通
の
〈
型
〉、
す
な
わ
ち
原
型
に
与
る
か
ら

で
あ
る
。
都
市
性
は
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
が
同
一
性
（
原
型
）
と
差

異
（
形
）
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
す
独
自
の
性
格
、
個
性
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
都
市
の
原
型
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
ベ
ル
ク
の
視

線
は
、
古
代
都
市
に
向
か
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
発
し
、
ロ
ー
マ
を
経
て
中

世
、
さ
ら
に
近
代
へ
と
受
け
継
が
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
の
原
型
は
、
二
つ
の

根
本
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
物
理
的
構
造
と
し
て
の
都
市

（astu ; urbs ; ville ; tow
n

）
と
「
都
市
共
同
体
」（polis ; civitas ; cité ; 

city
）
で
あ
り
、
物
理
的
実
体
と
精
神
的
共
同
性
と
の
統
一
が
、
都
市
本
来
の

あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市
性
の
核
に
こ
の
二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ

る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
都
市
に
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
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れ
ば
、
な
ぜ
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
や
ロ
ー
マ
が
都
市
の
原
型
と
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
か
。
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、
イ
ン
ド
や
中
国
の
都
市
が
挙
げ
ら
れ
な
い

の
は
ど
う
し
て
か
。

　

こ
の
点
に
関
す
る
一
例
と
し
て
、「
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
浴
場
と
伊
勢
神
宮
」
を

取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
パ
リ
市
内
に
い
ま
も
残
る
ロ
ー
マ
の
遺
構
と
、
式
年
遷

宮
に
よ
り
二
〇
年
ご
と
に
建
て
替
え
ら
れ
る
伊
勢
神
宮
。
石
造
り
の
前
者
は

「
空
間
の
な
か
の
形
」
に
こ
だ
わ
り
、
後
者
は
祭
礼
の
時
間
的
プ
ロ
セ
ス
を
反

復
再
現
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
の
都
市
性
は
時
間
の
な

か
の
形
を
強
調
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
性
は
空
間
の
な
か
の
形
を
強
調
す
る（

15
）」。

都
市
が
都
市
で
あ
る
た
め
に
は
、
時
間
的
秩
序
と
空
間
的
秩
序
の
両
方
が
不
可

欠
で
あ
る
。
日
本
の
都
市
で
は
、
目
に
見
え
な
い
時
間
的
な
形
（
習
慣
、
習
俗

を
含
め
た
精
神
的
共
同
性
）
が
、
可
視
的
な
空
間
的
秩
序
＝
都
市
の
外
観
に
比

べ
て
よ
り
重
視
さ
れ
る
。
パ
リ
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
は
、
そ
の
逆
で
あ

る（
16
）。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
文
化
の
〈
型
〉
の
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
り
。

都
市
性
は
本
来
、
都
市
の
個
性
の
問
題
で
あ
り
、
価
値
序
列
の
意
味
を
含
ま
な

い
。
だ
が
日
本
に
お
い
て
は
、「
近
代
化
」
が
状
況
を
一
変
す
る
。
そ
こ
で
は
、

時
間
的
・
精
神
的
な
秩
序
と
空
間
的
・
視
覚
的
な
形
が
、
決
定
的
に
乖
離
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
地
球
上
で
、

規
律
正
し
い
こ
と
で
は
有
数
な
社
会
の
一
つ
が
、
こ
と
都
市
の
形
に
関
す
る
限

り
は
、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
の
規
律
の
欠
如
を
発
揮
し
て
い
る
の
だ（

17
）」。

二
〇

世
紀
前
半
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
洗
礼
を
受
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
、
日
本
と
同
じ
く

都
市
性
の
危
機
を
経
験
す
る
。
そ
れ
で
も
歴
史
的
都
市
の
多
く
が
、
外
か
ら
見

ら
れ
る
景
観
に
最
大
限
の
価
値
を
認
め
て
保
全
の
努
力
を
傾
け
る
の
に
対
し
、

日
本
で
は
視
覚
的
混
乱
そ
の
も
の
の
都
市
景
観
が
あ
い
か
わ
ら
ず
放
置
さ
れ
て

い
る（

18
）。

　

以
上
の
よ
う
な
議
論
は
、
明
ら
か
に
都
市
の
「
正
統
性
」（legitim

acy

）

と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
。
た
と
え
ば
、
城
壁
に
よ
っ
て
都
市
の
内
と
外
を
区

別
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
意
図
に
よ
る
都
市
創
設
の
行
為
と
し
て
一
般
的
で
あ

る
。
世
界
の
〈
中
心
〉
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
都
市
に
一
定
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が

浸
透
す
る
こ
と
は
、
中
国
文
明
で
も
そ
れ
を
模
倣
し
た
古
代
日
本
で
も
明
ら
か

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
」（
共
同
社
会
）

に
属
す
る
都
市
民
の
存
在
に
よ
っ
て
、
都
市
の
理
念
を
基
礎
づ
け
た
よ
う
に（

19
）、

〈
構
造
〉
と
〈
意
味
〉
の
厳
格
な
統
一
が
、
歴
史
を
つ
う
じ
て
一
貫
し
て
維
持

さ
れ
て
き
た
の
は
、
た
だ
西
欧
都
市
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、「
都
市
の

死
」
が
宣
告
さ
れ
た
現
代
に
お
い
て
、
な
お
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
に
理
念
的
モ

デ
ル
の
地
位
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
以
外
の
都
市
は
、〈
原
型
〉に
対
す
る〈
模
像
〉に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
を
参
照
枠
組
と
す
る
ベ
ル
ク
の
姿
勢
は
、
た
し
か
に

〈
再
中
心
化
〉
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
と

呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
、
自
己

の
歴
史
的
伝
統
の
自
覚
は
、
他
と
の
比
較
に
お
い
て
自
文
化
を
中
心
化
す
る
所

作
を
伴
う
。
要
は
、
そ
う
し
た
〈
中
心
化
〉
が
絶
対
化
で
は
な
く
、
重
ね
て
の

自
己
相
対
化
、〈
脱
中
心
化
〉
へ
と
開
か
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
今
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日
、〈
脱
中
心
化
〉
か
ら
〈
再
中
心
化
〉
へ
、〈
再
中
心
化
〉
か
ら
〈
脱
中
心
化
〉

へ
、
と
い
う
双
方
向
の
運
動
が
と
り
わ
け
要
請
さ
れ
る
の
は
、〈
風
土
対
風

土
〉、〈
世
界
対
世
界
〉
の
対
立
が
、
ど
う
し
て
も
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
局

面
を
迎
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
ベ
ル
ク
の
努
力
は
、
近

年
、
風
土
間
の
対
立
を
超
え
て
解
決
が
迫
ら
れ
る
地
球
規
模
の
問
題
、「
持
続

可
能
性
」
に
関
す
る
取
り
組
み
に
注
が
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
参
加
し
て
い
る
当
事
者
の
立
場
か
ら
、
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。

　

ベ
ル
ク
は
、「
持
続
不
可
能
な
住
ま
い
」（L

’habitat insoutenable/

U
nsustainability in hum

an settlem
ent

） 
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
十

年
間
に
わ
た
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遂
行
中
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、

「
持
続
不
可
能
な
住
ま
い
」
と
は
、
先
進
国
を
中
心
に
全
世
界
的
に
広
が
り
つ

つ
あ
る
「
郊
外
化
」
の
現
象
で
あ
る
。
大
都
市
の
富
裕
層
は
、
都
心
で
の
居
住

を
放
棄
し
て
郊
外
に
庭
付
き
一
戸
建
て
を
確
保
す
る
。
都
市
か
ら
の
脱
出
を
後

押
し
す
る
の
は
、
交
通
網
の
発
達
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
で
あ
り
、

こ
れ
に
乗
じ
た
都
市
機
能
の
移
転
で
あ
る
。
そ
れ
が
都
心
の
空
洞
化
・
ス
ラ
ム

化
や
犯
罪
の
増
加
、
貧
富
格
差
の
増
大
、
人
種
隔
離
と
い
っ
た
問
題
を
多
々
生

じ
て
い
る
現
実
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
普
及
し

た
こ
の
新
た
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
何
よ
り
も
生
態
学
的
見
地
に
お
け
る
持

続
不
可
能
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

郊
外
化
が
最
も
顕
著
な
北
米
だ
け
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
の
都

市
も
ま
た
、
こ
の
問
題
と
無
縁
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
は
、
こ
の
事
態
の
根
底
に

「
田
園
都
市
」（garden city

）
の
思
想
と
の
つ
な
が
り
を
看
取
す
る
。「
田
園

都
市
」
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
、
エ
ベ
ネ
ザ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
の
構
想
を
も
と
に
、

ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
に
計
画
さ
れ
た
実
験
都
市
で
あ
る
。
し
か
し

ハ
ワ
ー
ド
自
身
の
理
想（

20
）に

反
し
て
、
田
園
都
市
は
「
都
市
」
で
は
な
く
、
単
な

る
都
市
の
郊
外
を
意
味
す
る
言
葉
に
転
化
す
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
郊
外
住

宅
地
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
田
園
都
市
は
私
企
業
に
よ
る
営
利
目
的
の
不
動

産
開
発
の
手
段
と
な
っ
た
。
こ
の
事
態
を
生
み
出
し
た
根
本
に
は
、
何
が
あ
る

の
か
。

　

都
市
は
人
間
が
自
然
か
ら
切
り
取
り
、
住
み
つ
い
て
形
態
化
し
た
世
界
で
あ

る
。
都
市
の
創
設
と
同
時
に
、
人
間
は
そ
の
外
に
「
野
生
の
自
然
」
を
つ
く
り

だ
す
。
そ
れ
が
、
本
来
の
田
園
で
あ
る
。
都
市
を
脱
出
し
よ
う
と
す
る
田
園
回

帰
の
運
動
は
、
い
つ
ど
こ
で
ど
う
い
う
経
緯
か
ら
生
ま
れ
て
発
展
し
た
の
か
。

こ
の
歴
史
的
な
問
い
が
、
長
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
前
半
期
を
締
め
く
く
る
コ
ロ

キ
ウ
ム
「
田
園
都
市
の
三
つ
の
源
泉
」« L

es trois sources de la ville-

cam
pagne » （

二
〇
〇
四
年
九
月
、
ス
リ
ジ
ー
・
ラ
サ
ー
ル
）
の
テ
ー
マ
と
し

て
設
定
さ
れ
た
。「
三
つ
の
源
泉
」
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
米
（
ア
メ
リ
カ
、

カ
ナ
ダ
）、
東
ア
ジ
ア
（
中
国
・
韓
国
・
日
本
）
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
地
域

に
お
け
る
田
園
都
市
の
思
想
の
系
譜
を
解
明
す
べ
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ

カ
、
ア
ジ
ア
の
各
地
か
ら
多
方
面
の
研
究
者
が
集
ま
り
、
集
中
的
な
共
同
討
議

が
行
な
わ
れ
た（

21
）。



七
〇

四　

鏡
と
し
て
の
日
本

　

最
後
に
検
討
す
る
の
は
、
日
・
米
・
欧
の
都
市
比
較
を
つ
う
じ
て
明
ら
か
と

な
る
〈
三
極
構
造
〉
が
、
ベ
ル
ク
風
土
学
に
占
め
る
意
味
で
あ
る
。

　

日
本
と
い
う
異
文
化
に
ふ
れ
つ
つ
自
己
確
認
に
至
る
ベ
ル
ク
の
手
続
き
を
、

〈
脱
中
心
化
〉
お
よ
び
〈
再
中
心
化
〉
の
過
程
と
し
て
提
示
し
た
。
し
か
し
そ

の
過
程
は
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
相
互
比
較
に
よ
っ
て

は
完
結
し
な
い
。
真
の
反
省
＝
自
己
言
及
（réfl exion

）
が
成
立
す
る
た
め
に

は
、
こ
の
二
者
と
は
異
な
る
第
三
者
が
介
在
し
、
日
欧
を
と
も
に
相
対
化
す
る

仕
掛
け
が
働
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

22
）。

フ
ラ
ン
ス
人
ベ
ル
ク
が
、
日
本
を

鏡
と
し
て
自
己
を
省
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、〈
脱
中
心
化
〉

と〈
再
中
心
化
〉の
弁
証
法
を
展
開
す
る
た
め
の
媒
介
項
、
日
本
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
も
な
い
第
三
項
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
〈
第
二
の
自
己
〉

で
あ
り
な
が
ら
、
自
立
し
て
独
自
の
近
代
化
に
向
か
っ
た
後
に
は
、
そ
の
国
家

経
営
の
成
功
に
よ
り
、
や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
そ
の
欲
望
を
模
倣
し
よ
う
と
す

る
〈
他
者
〉
と
な
っ
た
新
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
生
じ
た
の
は
、
欲
望
の
主
体

と
客
体
に
お
け
る
地
位
の
逆
転
で
あ
る
。
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
発
生
し
た
近
代
の

自
己
拡
張
運
動
は
、
こ
う
し
た
〈
欲
望
の
弁
証
法
〉
の
行
き
着
く
先
に
、
ア
メ

リ
カ
と
い
う
新
大
陸
を
含
め
た
一
つ
の
世
界
、「
西
洋
世
界
」
へ
の
自
己
再
編

を
生
み
出
し
た
。

　

逆
転
し
た
主
客
関
係
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
追
随

す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
西
欧
諸
国
の
課
題
は
、
手
本
で
あ
り
つ
つ
同
時

に
反
面
教
師
で
も
あ
る
唯
一
の
超
大
国
と
、
い
か
な
る
距
離
を
と
る
か
に
あ

る
。
文
明
的
伝
統
を
自
負
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
体
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
と

い
う
絶
対
的
な
中
心
に
服
従
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
も
、
同
じ

く
ら
い
に
難
し
い
。
し
か
し
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
方
向
は
、
対
ア
メ
リ
カ
と
い

う
一
対
一
の
関
係
で
は
な
く
、
国
際
的
な
多
極
的
構
造
の
中
に
自
他
を
位
置
づ

け
る
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
を
背
景
と
し
て
、
日
・
米
・
欧
の
三

極
構
造
が
浮
上
し
て
く
る
（
日
本
は
と
り
あ
え
ず
東
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
地
位

に
立
つ
）。
前
述
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
は
こ
の
三
重
の

合
わ
せ
鏡
の
中
に
、
自
身
も
含
め
た
参
加
者
の
自
己
像
が
映
し
出
さ
れ
る
仕
組

み
を
提
供
し
た
。
そ
れ
は
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
風
土
と
風
土
が
相
交
わ
る
〈
間

風
土
的
〉
状
況
に
お
い
て
、
各
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
と
い
う
試
み

で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
の
日
本
の
位
置
を
確
認
し
よ
う
。
日
本
は
、
西
洋
以
外
の
旧
文
明

世
界
の
中
で
唯
一
、
例
外
的
な
速
度
と
密
度
を
も
っ
て
「
近
代
化
」
に
成
功
し
、

列
強
に
伍
す
る
大
国
と
な
っ
た
。
そ
の
「
近
代
化
」
は
、
西
洋
世
界
の
他
者
に

向
か
う
欲
望
の
形
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
西
洋
が
己
れ
に
向
け
た
欲
望
の
模
倣
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
侵

略
者
で
あ
る
敵
へ
の
追
随
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
事
態
は
矛
盾
そ
の
も
の
で

あ
る（

23
）。

し
か
し
、「
近
代
化
」
が
こ
う
し
た
運
命
を
免
れ
な
い
以
上
、
日
本
は

西
洋
文
明
に
対
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
を
抱
え
込
ん
で
進
む
以
外
に
は
な

い
。
欧
化
主
義
と
伝
統
主
義
、
西
洋
崇
拝
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
表
裏
一
体



〈
脱
中
心
化
〉
か
ら
〈
再
中
心
化
〉
へ

七
一

の
関
係
を
構
成
し
、「
脱
亜0

入
欧0

」
に
は
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
「
脱
欧0

入
亜0

」

の
重
石
が
つ
ね
に
か
か
っ
て
い
た
の
が
、
明
治
時
代
の
精
神
状
況
で
あ
る
。
こ

う
し
た
自
己
矛
盾
的
状
況
に
根
ざ
す
ル
サ
ン
チ
マ
ン
は
、
そ
の
捌
口
を
い
ず
れ

外
部
に
向
け
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
い（

24
）。

そ
の
辿
り
着
く
先
は
、
十
五
年
戦
争
の

敗
北
に
よ
る
「
近
代
化
」
の
挫
折
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
づ
く
対
米
追
随
の
戦
後

復
興
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
三
極
構
造
の
中
で
日
本
は
い
か

な
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
か
。
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
、
お
そ
ら
く
次
の
三

と
お
り
の
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る（

25
）。

　

①　

 

古
代
以
来
の
歴
史
と
伝
統
を
維
持
す
る
高
度
の
文
明
国
で
あ
り
、
そ
の

点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
肩
を
並
べ
る
対
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
見
る
べ
き

存
在
で
あ
る
。

　

②　

 

ア
メ
リ
カ
型
都
市
文
化
へ
の
追
随
に
よ
り
、
文
化
的
伝
統
や
都
市
性
が

損
な
わ
れ
る
危
機
に
瀕
し
た
、「
持
続
不
可
能
な
住
ま
い
」
の
モ
デ
ル

で
あ
る
。

　

③　

 

ア
メ
リ
カ
文
化
に
席
巻
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
最
も
否

定
的
な
自
己
像
を
そ
こ
に
映
し
出
す
こ
と
の
で
き
る
鏡
で
あ
る
。

　

第
一
の
点
は
、
現
在
の
状
況
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
伝
統
的
な
日
本
文

化
の
価
値
を
ベ
ル
ク
が
認
め
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
と
い
う
姿
勢
に
つ
う
じ
る
。

空
間
的
な
秩
序
が
破
壊
さ
れ
た
現
代
都
市
を
前
に
、
ベ
ル
ク
は
「
私
た
ち
の
時

代
の
「
町
屋
」
の
発
明（

26
）」

に
取
り
組
む
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
に
呼
び
か
け
る
。
し

か
し
そ
の
こ
と
は
、
第
二
点
に
関
し
て
、
北
米
型
の
資
本
主
義
的
開
発
の
論
理

を
、
日
本
が
易
々
と
受
け
容
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
と
裏

表
の
関
係
に
あ
る
。
彼
の
真
意
は
、
失
わ
れ
る
日
本
文
化
へ
の
愛
惜
の
念
と
と

も
に
、
ア
メ
リ
カ
的
な
都
市
論
理
へ
の
追
従
を
「
生
態
学
・
倫
理
学
・
美
学
の

三
重
の
観
点
か
ら（

27
）」

つ
よ
く
戒
め
る
こ
と
に
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
第
三
の
点
に
関
係
す
る
。
日
本
の
都
市
へ
の
批

判
的
な
視
線
は
、
反
転
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
新
都
市
建
設
の
理
念
を
問
う

姿
勢
に
結
び
つ
く
。
ア
メ
リ
カ
人
建
築
家
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
命

名
し
た
「
国
際
様
式（

28
）」

と
、
そ
の
反
動
を
意
味
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
り
、
日
本
で
ほ
と
ん
ど
無
抵
抗
に
蔓
延
し
た
。
と
り
わ

け
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
、
日
本
が
建
築
家
の
「
自
由
」
な
デ
ザ
イ
ン

の
実
験
場
と
化
し
た
現
実
を
、
ベ
ル
ク
は
他
人
事
と
は
見
て
い
な
い
。
そ
れ
は

あ
る
べ
か
ざ
る
自
己
の
投
影
像
だ
か
ら
で
あ
る（

29
）。

　

以
上
、
三
様
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
は
〈
鏡
〉
と
し
て
機
能
す
る
。
第
一

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
フ
ラ
ン
ス
）
の
理
想
的
自
己
が
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
鏡

と
し
て
。
第
二
に
、
自
己
の
厄
介
な
分
身
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な

現
実
を
忠
実
に
映
し
出
す
鏡
と
し
て
。
そ
し
て
第
三
に
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
に
侵

食
さ
れ
る
否
定
的
自
己
の
姿
を
も
ま
ざ
ま
ざ
と
映
し
出
す
鏡
と
し
て
。
こ
の
合

わ
せ
鏡
の
三
重
の
機
能
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
乱
反
射
を
つ
う
じ
て
、
ベ
ル
ク
の
自

己
確
認
に
寄
与
す
る
。

　

彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
に
東
ア
ジ
ア
、
北
ア
メ
リ



七
二

カ
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
三
極
構
造
の
中
で
、
何
を
措
い
て
も
古
典
期
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
に
遡
る
伝
統
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
定
位
を
と
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

も
は
や
固
定
さ
れ
た
絶
対
的
な
中
心
、
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
そ
れ
で
は
な

い
。
風
土
学
に
お
け
る
中
心
は
、
つ
ね
に
〈
再
中
心
化
〉
し
つ
つ
〈
脱
中
心
化
〉

へ
と
開
か
れ
る
中
心
、
そ
の
意
味
で
周
辺
と
た
え
ず
入
れ
替
わ
る
中
心
な
の
で

あ
る
。

註（
1
）　

単
な
る
外
的
膨
張
と
し
て
の
侵
略
行
為
が
、
そ
れ
だ
け
で
近
代
へ
の
発
展
を
生

じ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
十
三
世
紀
に
登
場
し
て
世
界
的
な
大
帝
国
を
築
い

た
蒙
古
民
族
の
例
を
顧
み
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
る
。
遊
牧
社
会
か
ら
出
て
き
た
征

服
者
た
ち
に
は
、
侵
略
行
為
に
見
合
う
自
己
言
及
＝
反
省
が
伴
わ
な
か
っ
た
。

（
2
）　

こ
の
出
会
い
を
契
機
に
、
古
代
的
状
態
に
あ
っ
た
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南

米
の
国
々
は
、
侵
略
者
側
の
欲
望
の
論
理
に
触
発
さ
れ
、
遅
れ
て
「
近
代
化
」
の

道
を
歩
み
始
め
る
。
そ
の
経
緯
は
、〈
欲
望
の
弁
証
法
〉
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
。
拙
稿
「
風
土
学
か
ら
見
た
環
境
問
題
」、『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
研
究
』V

ol.8

（2008

）、
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
会
、
二
〇
〇
八
年
、
を
参
照
。

（
3
）　

い
う
ま
で
も
な
く
、「
他
者
」
が
最
初
か
ら
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
や
そ
こ
に
生
き
る
人
間
が
、
単
な
る
利

用
対
象
で
は
な
く
「
他
者
」
へ
と
昇
格
す
る
の
は
、
西
洋
世
界
が
自
己
省
察
を
重

ね
た
後
の
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
時
代
を
十
九
世
紀
以
前

に
限
定
し
た
場
合
、
問
題
の
焦
点
は
む
し
ろ
「
他
者
と
い
か
に
出
会
わ
な
か
っ
た

か
」
で
あ
る
。

（
4
）　

彼
自
身
が
い
か
な
る
事
情
に
よ
っ
て
地
理
学
と
日
本
研
究
を
志
し
た
か
に
つ
い

て
は
、
次
の
テ
ク
ス
ト
に
詳
し
い
。A

llem
and, S.

（dir.

）, C
om

m
en

t je su
is 

d
even

u
 géogra

p
h

e, P
aris, L

e C
avalier B

leu, 2007, pp.39-52.

（
5
）　

文
化
的
中
心
で
あ
る
西
欧
世
界
に
向
か
っ
た
日
本
の
主
体
が
体
験
す
る
〈
脱
中

心
化
〉
と
〈
再
中
心
化
〉
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
主
体
が
彼
ら
の
〈
周
辺
〉
に
赴
い

て
体
験
す
る
そ
れ
と
、
何
が
ど
う
異
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の

機
会
に
言
及
し
た
。「
他
者
と
の
出
会
い
と
〈
風
景
〉
の
変
容
―
―
オ
ギ
ュ
ス
タ

ン
・
ベ
ル
ク
と
和
辻
哲
郎
」（
常
葉
学
園
大
学
共
同
研
究
会
「
多
文
化
共
生
的
視

点
に
よ
る
美
意
識
の
共
同
研
究
」
に
お
け
る
発
表
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
十
四
日
。

な
お
論
集
は
近
刊
予
定
）。

（
6
）　

建
築
に
お
け
る
「
国
際
様
式
」（
註
28
参
照
）
の
普
及
や
「
脱
都
市
化
」
に
よ
り
、

一
九
五
〇
年
代
以
後
、
そ
れ
ま
で
都
市
に
存
在
し
た
景
観
的
秩
序
が
解
体
し
た
こ

と
を
指
す
。
ベ
ル
ク
『
日
本
の
風
景
・
西
欧
の
景
観
―
―
そ
し
て
造
景
の
時
代
』、

篠
田
勝
英
訳
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
〇
年
、「
第
七
章　

風
景
の
彼
方
へ

―
―
造
景
の
時
代
」
を
参
照
。

（
7
）　

一
九
六
九
年
の
初
来
日
の
折
に
、
地
理
学
者
小
堀
巌
か
ら
和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』

を
読
む
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
が
、
当
時
は
英
訳
で
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
に
、
そ
の
真
価
を
知
り
え
な
か
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
の
重
要
性
を

理
解
し
え
た
の
は
、
数
年
後
に
日
本
語
で
通
読
し
た
と
き
で
あ
る
と
い
う
。
北
海

道
の
農
業
の
説
明
も
含
め
て
、『「
自
然
と
い
う
文
化
」

の
射
程
』（
研
究
報
告
書
）、

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
―
一
三
頁
、
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
8
）　

原
語
のsens

に
は
、「
感
覚
」「
意
味
」「
方
向
」
な
ど
多
様
な
語
義
が
あ
り
、

精
神
に
属
す
る
意
味
作
用
、
身
体
に
属
す
る
感
覚
、
事
物
に
属
す
る
方
向
の
す
べ

て
を
含
め
て
、
ベ
ル
ク
は
「
お
も
む
き
」
の
訳
語
を
充
て
る
。

（
9
）　
〈
型
の
思
想
〉
を
私
自
身
は
「
形
の
論
理
」
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
が
、

そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
機
会
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
不
備
な
が
ら
も

そ
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
風
景
の
論
理
―
―
沈
黙
か
ら
語
り
へ
』、
世
界

思
想
社
、
二
〇
〇
七
年
、
の
特
に
「
終
章　

形
の
論
理
―
―
構
造
と
弁
証
法
」
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）　
『
空
間
の
日
本
文
化
』、
宮
原 

信
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
（
一
九

八
五
）
年
、
四
五
頁
。
主
体
が
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
「
場
所
」
は
、
言
語
的
に
は

述
語
を
中
心
と
す
る
「
述
語
の
論
理
」
を
想
定
す
る
。
こ
れ
は
、
主
語
に
よ
っ
て



〈
脱
中
心
化
〉
か
ら
〈
再
中
心
化
〉
へ

七
三

実
体
の
同
一
性
を
考
え
る
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
西
欧
に
お
け
る
「
主
語
の

論
理
」
と
対
照
的
な
思
考
を
表
す
。
以
後
の
ベ
ル
ク
風
土
学
に
お
い
て
、
こ
の
二

つ
の
論
理
を
い
か
に
統
合
す
る
か
が
中
心
課
題
と
な
る
。

（
11
）　

B
erque, A

., M
éd

ia
n

ce, P
aris, B

elin, 2000, p.48. 

ベ
ル
ク
『
風
土
と
し
て

の
地
球
』、
三
宅
京
子
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、
五
八
頁
。

（
12
）　

拙
著
（
註
9
）
に
お
い
て
、
文
化
的
表
現
以
前
に
そ
れ
を
下
支
え
す
る
風
景
経

験
の
水
準
を
、
前
言
語
的
・
身
体
的
水
準
の
実
践
で
あ
る
「
基
本
風
景
」
と
、
語

ら
れ
る
集
団
的
経
験
と
し
て
の
「
原
風
景
」
に
分
け
た
。
こ
れ
ら
の
水
準
と
、
そ

れ
を
基
盤
と
し
て
展
開
す
る
文
化
的
表
現
―
―
「
表
現
的
風
景
」
―
―
の
水
準
は
、

は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
。

（
13
）　

L
e sa

u
va

ge et l’a
rtifice : L

es Ja
p

on
a

is d
eva

n
t la

 n
a

tu
re, P

aris, 

G
allim

ard, 1997, chap.IV, « N
ature sauvage, nature construite ».

『
風
土
の

日
本
―
―
自
然
と
文
化
の
通
態
』、
篠
田
勝
英
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九

二
（
一
九
八
八
）
年
、「
第
四
章　

野
生
の
自
然
、
構
築
さ
れ
た
自
然
」。

（
14
）　
『
都
市
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
―
―
日
・
米
・
欧
都
市
比
較
』（
篠
田
勝
英
訳
、
講
談

社
現
代
新
書
、
一
九
九
三
年
）
で
は
、
都
市
性
は
「
そ
の
都
市
の
現
実
の
物
理
的

側
面
と
現
象
的
側
面
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
」（
二
四
頁
）
と
し
て
、「
風
土
性
」

（m
édiance

）
に
関
連
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
都
市
性
と
風
土
性
と
の
違

い
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
別
の
箇
所
で
は
、「
文
化
と
同
じ
よ
う
に
、

都
市
性
は
進
化
発
展
す
る
」（
七
八
頁
）
と
し
て
、
平
安
京
が
長
安
の
形
態
と
中

国
文
明
を
模
倣
し
た
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
察
す
る
に
、
政
治
や

文
化
な
ど
種
々
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
社
会
が
そ
れ
自
体
の
あ
り
方
（
風
土
性
）
を

変
え
て
ゆ
く
点
に
、
ベ
ル
ク
は
「
都
市
性
」
の
本
質
を
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

（
15
）　

同
書
、
五
四
頁
。

（
16
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
並
み
は
、
街
路
に
面
し
た
建
物
が
共
有
外
壁
で
連
結
さ
れ
、

独
特
な
「
外
か
ら
眺
め
る
景
観
」
を
構
成
す
る
。
日
本
の
場
合
、
借
景
が
典
型
と

な
る
よ
う
に
、「
内
か
ら
眺
め
る
景
観
」
が
都
市
を
特
徴
づ
け
る
。
そ
の
よ
う
な

「
屋
敷
の
論
理
」
が
、
同
じ
耐
力
構
造
を
原
則
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
と
親
和

性
を
も
つ
の
に
対
し
、「
建
築
物
と
街
路
の
調
和
的
な
補
完
性
」（
同
書
、
一
一
二

頁
）
は
、
日
本
に
も
ア
メ
リ
カ
に
も
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
固
有
の
都
市
性
で
あ
る
と

さ
れ
る
。

（
17
）　

D
u

 geste à
 la

 cité : F
orm

es u
rba

in
es et lien

 socia
l a

u
 Ja

p
on

, P
aris, 

G
allim

ard, 1993, p.91.

『
都
市
の
日
本
―
―
所
作
か
ら
共
同
体
へ
』、
宮
原
信
・

荒
木
亨
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
〇
七
頁

（
18
）　

付
言
す
る
な
ら
、
日
本
の
都
市
で
は
外
面
上
の
無
秩
序
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同

体
の
精
神
的
な
紐
帯
が
致
命
的
に
損
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
っ
た
い

ど
ち
ら
の
都
市
が
住
み
や
す
い
か
、
と
反
問
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）　
「
日
本
に
お
い
て
は
、
身
分
構
成
は
純
粋
に
封
建
的
で
あ
っ
た
。
侍
と
下
士
と

が
農
民
と
商
人
や
手
工
業
者
―
―
商
人
や
手
工
業
者
は
部
分
的
に
は
職
業
団
体
に

結
集
し
て
い
た
―
―
に
対
立
し
て
い
た
。
し
か
し
「

市
民
身
分
」

の
概
念
も
欠
け

て
い
た
し
、「
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
」
の
概
念
も
欠
如
し
て
い
た
」（ 

Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

『
都
市
の
類
型
学
』、
世
良
晃
志
郎
訳
、
創
文
社
、
一
九
六
五
年
、
四
六
頁
）。

（
20
）　

ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、「
田
園
都
市
」
の
社
会
思
想
と
し
て
の
本
質
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
都
市
性
を
回
復
す
る
こ
と
に
あ
る
。「
ハ
ワ
ー
ド
の
「

田
園
都
市
」
は
単
な
る

緑
の
な
か
の
住
宅
地
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
ま
ず
何
よ
り
も
、
シ
テ

を
創
設
し
よ
う
と
す
る
共
通
の
意
志
で
ま
と
ま
っ
た
市
民
の
集
団
な
の
で
あ
る
」

（『
都
市
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』、
一
六
一
頁
）。

（
21
）　

共
同
研
究
の
成
果
は
、
次
の
テ
ク
ス
ト
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。B

erque,A
., 

B
onnin,P., G

horra-G
obin,C

.

（dir.

）,  L
a

 ville in
sou

ten
a

ble, P
aris, B

elin, 

2006.

（
22
）　

第
三
者
は
、〈
我
〉〈
汝
〉
に
対
す
る
〈
彼
〉
に
相
当
す
る
。
た
が
い
に
映
し
合

う
だ
け
の
閉
じ
た
〈
我
‐
汝
〉
関
係
を
、
社
会
に
向
け
て
開
く
役
割
を
担
う
の
が

〈
彼
〉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
第
三
者
の
存
在
は
、
風
土
学
理
論
に
お
け
る
個
と

個
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
風
土
相
互
の
関
係
に
と
っ
て
、
決
定
的
に
重
要
で
あ

る
。

（
23
）　

日
本
の
よ
う
に
、「
近
代
化
」
が
討
幕
運
動
の
よ
う
な
内
部
革
命
に
つ
づ
い
て
、

速
や
か
に
〈
外
部
〉
へ
の
欲
望
と
し
て
表
現
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
異
例
で
あ
る
。
ア



七
四

ジ
ア
の
他
の
国
々
で
は
、
外
国
に
よ
る
支
配
へ
の
反
発
を
機
と
す
る
民
族
運
動
が

展
開
さ
れ
る
。
民
族
自
立
の
運
動
は
、
第
一
次
的
に
は
欧
米
列
強
に
対
し
て
、
第

二
次
的
に
は
そ
の
欧
米
に
追
随
す
る
日
本
の
帝
国
主
義
に
対
す
る
抵
抗
を
、
現
実

化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
24
）　

こ
の
本
質
的
な
矛
盾
を
一
挙
に
解
消
す
る
道
は
存
在
す
る
か
。
こ
う
し
た
近
代

化
の
ジ
レ
ン
マ
を
生
み
出
し
た
元
凶
が
、
西
洋
世
界
の
存
在
そ
の
も
の
に
あ
る
と

考
え
た
場
合
、
欧
米
列
強
の
世
界
支
配
か
ら
諸
国
を
解
放
す
る
こ
と
を
「
正
義
の

戦
争
」
と
す
る
思
考
が
生
じ
て
く
る
。「
大
東
亜
戦
争
」
を
、
ア
ジ
ア
民
衆
解
放

の
た
め
の
「
聖
戦
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
論
理
と
は
、
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
25
）　

ベ
ル
ク
は
長
期
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
度
に
は

「
日
本
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
共
同
研
究
を
日
本
人
研
究
者
と
と
も
に
展
開
し
た
。

そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ク
編
『
日
本
の
住
ま
い
と
風
土
性
』（
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
報
告
）、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇

〇
七
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
26
）　
『
都
市
の
日
本
』、
一
〇
三
頁
。

（
27
）　

L
a

 ville in
sou

ten
a

ble, « Introduction », pp.9
‐15.

（
28
）　

国
際
様
式
を
生
み
出
し
た
素
地
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
以
来
の
都
市
計
画
が
立

脚
す
る
「
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
」
と
「
グ
リ
ッ
ド
・
パ
タ
ー
ン
」
に
あ
る
。
こ
う
し
た

観
念
の
源
は
、
近
代
西
欧
の
合
理
主
義
・
民
主
主
義
で
あ
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ

の
広
大
な
土
地
に
映
し
出
さ
れ
、
世
界
中
へ
と
広
が
っ
た
。
だ
が
そ
う
し
た
合
理

主
義
の
負
の
代
償
と
い
う
べ
き
〈
場
所
の
否
定
〉
を
引
き
受
け
た
の
は
、
こ
と
も

あ
ろ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
母
国
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
く
、
日
本
な
の
で
あ
る
。

（
29
）　

次
の
一
文
を
参
照
。「
フ
ラ
ン
ス
人
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
タ
ル

ク
が
奇
抜
な
形
の
建
物
ナ
ニ
―

ナ
ニ
や
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
本
社
ビ
ル
を
建
て
に
赴
く

の
は
、
た
と
え
ば
東
京
な
の
で
あ
る
。
パ
リ
で
は
、
ま
た
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
大
多
数
の
都
市
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
形
態
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
だ

ろ
う
」（『
都
市
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』、
二
一
二
頁
）。
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Entre « décentralisation » et « recentralisation »
: Augustin Berque et le Japon

KIOKA Nobuo

 Le problème de la « rencontre avec le monde moderne » se réduit à deux 

questions : « Comment les hommes européens ont-ils rencontré les autres 

‘inconnus’ jusqu’alors ? » et « Quelles réfl exions ont-ils eu sur eux-mêmes à 

travers cette  expérience de rencontre ? ». On doit presque nécessairement vivre 

entre « décentralisation » et « recentralisation » lorsqu’on sort de son propre 

monde afi n d’entrer dans un nouveau monde qui nous est étranger. C’est 

justement le cas d’Augustin Berque qui s’est mis en relation extrêmement 

cordiale avec le Japon.

 La rencontre avec le Japon n’était pour lui pas autre chose qu’un processus 

d’établissement de la mésologie (fûdogaku) en tant que discipline. Comme le 

sens des milieux (fûdo) s’exprime en paysages dans la théorie mésologique, 

Berque ne put s’empêcher de s’accoutumer, dans ses études sur la culture 

japonaise, à ces paysages très différents de ceux dans son pays. La diversité des 

expressions paysagères se fond sur la pluralité des « types » de culture. Il devait 

donc « décentraliser » en comparant la culture japonaise avec celles de l’Europe, 

ce qui constitua une étape nécessaire à sa réfl exion sur lui-même.

 Il n’en est pas de même des recherches urbaines, parce qu’on n’aperçoit 

dans toutes les villes qu’un seul prototype : l’union de la substance physique 

(astu ; ville ; town) et de la communauté spirituelle(polis ; cité ; city), laquelle 

est typique des villes historiques à l’Occident. Pour ce qui est de l’unité 

complète de la « structure » et du « sens », on ne l’a trouvé nulle part ailleurs 

que dans les villes européennes de tout temps historiques. C’est pourquoi 

Berque leur accorde une position de modèle idéal.

 Il nous marque son attitude de « recentralisation » en ce qu’il fait de la ville 

occidentale son cadre de référence. Pourtant ce n’est pas de l’ethnocentrisme, 

car il fait aussi du Japon une sorte de miroir réfl échissant sur lui-même et il fait 

par cela même le trajet entre « décentralisation » et « recentralisation », c’est-à-

dire qu’il accomplit une dialectique proprement mésologique. Et ce qui y joue 

un rôle de médiateur n’est pas le Japon, ni l’Europe, mais l’Amérique. Une triade 

« Japon-Amérique-Europe » apparaîtra ainsi avec l’intérêt de se situer dans une 

structure multipolaire internationale. 

 Le Japon fonctionne alors comme miroir en ces sens : il refl ète avant tout 

l’image positive ou idéale de la France(ou de l’Europe) et puis celle de 

l’Amérique avec sa réalité négative. Il refl ète enfi n l’image négative de l’Europe 

qui se laisse ronger par son double ennuyeux, l’Amérique. Tout cela signifi e qu’il 

y a toujours, dans la pratique de la mésologie, un processus circulaire de « dé-

centralisation-recentralisation ». C’est ainsi que le « centre » se prépare à 

échanger sa place avec la « périphérie ».


