
日
本
語
に
思
う
「
国
際
化
」

石
戸　

光

「
文
明
の
衝
突
」
と
い
う
言
葉
す
ら
聞
く
昨
今
、

日
本
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
は
大
き
く
変
動
し
て

い
る
。
し
か
し
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
激
動
の

国
際
社
会
を
尻
目
に
全
く
変
化
し
な
い
部
分
が
あ

る
。
多
く
の
日
本
人
が
一
般
に
持
つ
（
と
思
わ
れ

る
）「
国
際
化
」
観
で
あ
る
。
あ
る
日
私
は
海
外

現
地
調
査
に
向
か
う
飛
行
機
の
中
で
、
隣
り
合
わ

せ
た
グ
ル
ー
プ
旅
行
の
日
本
人
の
お
ば
さ
ま
方
の

会
話
を
聞
い
て
い
た
（
と
い
う
よ
り
無
理
や
り
聞

こ
え
て
き
た
）。「
は
や
く
国
際
化
が
も
っ
と
進
ん

で
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
日
本
語
が
通
じ
る
よ
う
に

な
ら
な
い
か
し
ら
ね
ー
。」「
そ
ー
よ
ね
ー
。
買
い

物
と
か
、
す
ご
く
不
便
し
ち
ゃ
う
。」
私
は
心
の

中
で
、
人
気
ア
ニ
メ
「
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
」
の

ナ
レ
ー
タ
ー
さ
な
が
ら
つ
ぶ
や
い
た
。「
そ
ん
な

時
代
は
決
し
て
来
な
い
」
と
。
と
い
う
の
も
、
多

様
な
価
値
観
の
同
居
す
る
国
際
社
会
で
は
、
簡
潔

明
快
さ
や
他
者
理
解
の
た
め
の
自
助
努
力
が
き
っ

と
問
わ
れ
、
残
念
な
こ
と
に
、
我
々
の
日
本
語
が

国
際
社
会
に
お
け
る
共
通
の
土
俵
と
は
な
り
え
な

い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
も
っ
て
、
日
本
語
の
も
つ
「
文
の
あ
い
ま

い
さ
」
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
主
旨
が
不
明
瞭
な

ま
ま
で
も
、
文
と
し
て
自
信
を
持
っ
て
完
結
さ
せ

て
い
る
用
法
は
少
な
く
な
い
。「
そ
れ
じ
ゃ
、
す

い
ま
せ
ん
、
今
日
は
ち
ょ
っ
と
あ
れ
で
す
ん
で
」

や
「
ち
ょ
っ
と
何
し
て
き
ま
す
」（
と
も
に
片
手

を
振
り
上
げ
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
伴
い
、
ま
た
は

っ
き
り
と
は
発
話
し
な
い
）
と
い
っ
た
「
あ
れ
」

や
「
何
」
は
指
示
代
名
詞
で
あ
る
が
、
何
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
言
が
は
ば
か
ら
れ
る
際

に
意
味
内
容
を
暗
黙
的
に
聞
き
手
の
想
像
に
ま
か

せ
て
お
き
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
「
あ
れ
と
は
こ
う

い
う
意
味
」
と
解
釈
を
差
し
替
え
る
こ
と
が
可
能

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
第
二
外
国
語

と
し
て
学
ぶ
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま

た
学
ぶ
必
要
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
日
本
語
は
時
に
ま
わ
り
く
ど
い
。
何
か
の

新
聞
に
載
っ
て
い
た
が
、
政
治
家
言
葉
は
そ
の
最

た
る
も
の
で
、
例
え
ば
「
私
は
○
○
と
申
し
ま

す
」
と
い
え
ば
済
む
こ
と
を
そ
う
言
わ
ず
に
「
君

が
も
し
○
○
か
と
問
わ
れ
ま
し
た
ら
、
私
は
決
し

て
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」

と
い
う
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
音
節
の
構
造
か
ら
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

日
本
語
表
現
は
長
く
な
り
や
す
く
、
概
し
て
西
欧

の
歌
の
日
本
語
訳
に
は
原
語
の
意
味
内
容
の
半
分

以
下
し
か
歌
詞
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
で
あ
る
。「
き
ら
き
ら
ひ
か
る
お
そ
ら
の
ほ
し

よ
」
と
い
う
童
謡
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
も
の
だ
が
、

同
じ
部
分
の
英
語
の
原
詩
は"Tw

inkle  tw
inkle lit-

tle star, how
 I w

onder w
hat you are "

（
直
訳
す

る
と
「
き
ら
き
ら
、
き
ら
き
ら
と
光
る
小
さ
な
星

よ
、
あ
な
た
が
そ
ん
な
様
子
で
あ
る
こ
と
に
私
は

何
と
驚
嘆
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
」）
で
あ
り
、

同
じ
音
節
内
に
日
本
語
の
歌
詞
よ
り
多
く
の
意
味

内
容
を
表
現
し
え
て
い
る
。
英
語
は
全
般
に
簡
潔

明
瞭
、
従
っ
て
共
通
化
し
や
す
い
。

日
本
人
の
国
際
化
へ
の
理
解
の
欠
如
を
指
す

「
ま
る
ド
メ
」
と
い
う
造
語
を
目
に
し
た
。
阿
部

清
司
・
千
葉
大
学
教
授
の
国
際
化
に
関
す
る
著
書

に
あ
る
も
の
だ
が
、「
ま
る
で
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」、

つ
ま
り
日
本
し
か
基
準
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い

な
い
姿
勢
で
、「
ま
る
で
ダ
メ
」
と
一
脈
通
じ
さ

せ
て
い
る
。
そ
の
本
も
指
摘
す
る
が
、
要
す
る
に

「
国
際
化
」
と
は
受
動
的
、
自
動
詞
的
で
は
な
く
、

「
国
際
化
さ
せ
る
」
と
い
う
能
動
的
、
他
動
詞
的

な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
国
際
化
さ

れ
た
社
会
で
は
生
活
習
慣
の
違
い
な
ど
個
人
の
レ

ベ
ル
か
ら
外
交
姿
勢
の
齟
齬
な
ど
大
き
な
レ
ベ
ル

に
至
る
ま
で
「
カ
ル
チ
ャ
ー
・
シ
ョ
ッ
ク
」
も
当

然
起
き
、
私
も
敬
遠
し
た
く
な
る
が
、「
多
様
性

の
確
保
」
と
し
て
プ
ラ
ス
に
と
ら
え
た
い
も
の
で

あ
る
。
今
風
に
言
う
と
「
ま
る
ド
メ
っ
て
、
ダ
サ

ー
い
（
古
い
表
現
？
）」
と
い
う
総
論
を
醸
成
す

る
た
め
に
、
総
論
と
同
時
に
具
体
的
な
国
際
社
会

理
解
の
た
め
の
各
論
に
も
取
り
組
む
こ
と
は
、

「
超
ナ
ウ
い
（
こ
れ
は
化
石
表
現
？
）」
と
思
う
。

（
い 

し
ど　

ひ
か
り
／
千
葉
大
学
法
経
学
部
助

教
授
）
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