
は
じ
め
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
言
葉
が
広
ま
り
始
め
た
頃
、
世
界
中
で
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
販
売
さ
れ
る
よ
う
な
現
象
と
説
明

す
る
文
章
を
よ
く
見
か
け
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
画
一
的
と
か
均
質
的
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
そ
れ
は
あ
く
ま
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
よ

り
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
一
言
で
あ
ら
わ
す
と
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
で
あ
る
。

ボ
ー
ダ
レ
ス
化
の
分
か
り
や
す
い
例
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で
あ
る
。
た
と
え
ば
今
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
前

の
１
９
７
０
年
代
前
半
に
、
手
紙
や
固
定
電
話
で
国
外
の
人
と
連
絡
を
取
る
と
き
に
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
か
。
航
空
郵

便
で
送
る
な
ら
、
封
筒
の
表
面
に
「A

ir M
ail

」
と
朱
書
し
、
ど
の
国
に
送
る
か
で
値
段
が
違
う
の
で
、
切
手
代
を
確

認
し
た
。
国
際
電
話
な
ら
交
換
手
を
呼
ん
で
相
手
が
い
る
国
と
電
話
番
号
を
告
げ
た
。
相
手
に
料
金
を
支
払
っ
て
も
ら

う
コ
レ
ク
ト
コ
ー
ル
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
現
在
の
電
子
メ
ー
ル
で
は
相
手
が
今
ど
こ
に
い
る
か
な
ど
考
え
る
必
要
は

な
い
。
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
い
い
。
電
話
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
を
使
え
ば
、
ど
の
国
に
い

よ
う
と
国
内
に
い
る
感
覚
で
電
話
が
で
き
る
。
連
絡
し
あ
う
と
き
に
国
境
と
い
う
感
覚
は
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
例
に
と
ど
ま
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
及
ん
で
き
て
い
る
。
そ
の
影
響
は

i　　
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複
雑
で
、
当
然
な
が
ら
個
人
や
社
会
に
と
っ
て
好
ま
し
く
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
し

ば
し
ば
厄
介
な
事
態
を
招
い
て
も
い
る
。
ボ
ー
ダ
ー
が
薄
れ
た
り
、
失
わ
れ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
あ
る
社
会
で
自

明
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
う
で
な
く
な
っ
て
い
く
。
カ
オ
ス
の
起
爆
剤
に
も
な
り
得
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
す
厄
介
な
側
面
は
、
必
然
的
に
宗
教
に
関
わ
る
事
柄
に
も
及
ぶ
。
宗
教
は
ど
の
国
に
お
い

て
も
、
文
化
の
中
に
溶
け
込
み
、
人
々
の
意
識
や
行
動
の
あ
り
方
に
、
当
人
も
あ
ま
り
意
識
し
な
い
よ
う
な
形
で
作
用

し
て
い
る
。
暗
黙
の
文
化
的
価
値
や
社
会
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
構
築
に
参
画
し
て
い
る
。
そ
れ
が
土
台
か
ら
少
し
ず

つ
揺
る
が
さ
れ
て
き
て
い
る
。

21
世
紀
に
入
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
情
報
化
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
一
段
と
進
展
し
た
。
宗
教
の
活
動
形
態
や

宗
教
情
報
の
広
が
り
も
、
今
ま
で
よ
り
も
格
段
に
ス
ピ
ー
ド
が
速
ま
り
、
同
時
に
活
動
内
容
や
情
報
内
容
に
お
け
る
多

様
性
も
増
し
た
。
と
く
に
一
部
の
新
し
い
宗
教
に
至
っ
て
は
、「
ハ
イ
パ
ー
化
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
種
々
の
要
素
の
自

由
な
取
り
込
み
が
観
察
さ
れ
る
。

情
報
化
は
こ
れ
ま
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
神
道
や
仏
教
に
根
差
す
宗
教
文
化
を
揺
る
が
す
一
方
で
、
外
来
の
新
し
い

宗
教
や
宗
教
文
化
と
の
接
触
の
機
会
を
増
や
す
方
向
に
働
く
。
島
国
と
い
う
地
理
的
特
徴
を
も
っ
て
い
た
日
本
に
も
宗

教
や
宗
教
文
化
に
対
す
る
新
し
い
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
自
国
の
宗
教
文
化
を
あ
ら
た
め
て
考
え
直
し
、
こ
れ
ま

で
接
触
の
少
な
か
っ
た
宗
教
文
化
を
柔
軟
に
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
代
の
宗
教
と

宗
教
文
化
に
つ
い
て
の
素
養
を
深
め
る
こ
と
が
出
発
点
で
、
何
よ
り
も
学
び
の
姿
勢
が
重
要
に
な
る
。

10
年
ほ
ど
前
、
國
學
院
大
學
で
の
演
習
を
担
当
し
て
い
た
と
き
、
神
饌
、
つ
ま
り
神
社
で
神
に
供
え
る
食
べ
物
に
つ

い
て
発
表
し
た
学
生
が
い
た
。
そ
の
学
生
が
神
饌
に
用
い
る
米
は
国
産
米
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
し
て
、



他
の
学
生
た
ち
か
ら
か
な
り
反
論
を
受
け
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
発
表
し
た
学
生
は
日
本
書
紀
の
一
文
を
持
ち

出
し
て
、
国
産
米
を
使
う
の
は
天
照
大
神
か
ら
の
命
令
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
国
産
米
か
ど
う
か
分
か

ら
な
い
と
か
、
安
い
外
国
の
米
で
も
文
句
は
言
え
な
い
と
い
っ
た
意
見
が
出
た
。
そ
も
そ
も
米
は
日
本
原
産
で
は
な
い

と
い
う
指
摘
も
出
さ
れ
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
が
進
行
す
る
同
時
代
に
育
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ

た
か
で
、
一
つ
の
事
柄
に
関
し
て
著
し
く
異
な
っ
た
認
識
を
生
じ
る
例
で
あ
る
。

大
学
時
代
に
少
林
寺
拳
法
部
に
所
属
し
て
い
た
。
卒
業
後
は
部
員
の
多
く
が
拳
生
会
と
い
う
名
称
の
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
会

に
所
属
す
る
。
２
０
１
０
年
代
の
後
半
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
総
会
に
出
て
い
た
と
き
、
数
歳
下
の
後
輩
が
近
寄
っ
て
き

て
私
に
質
問
し
た
。「
近
く
に
モ
ス
ク
が
で
き
た
の
で
す
が
、
テ
ロ
の
心
配
と
か
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
？
」

最
初
冗
談
か
と
思
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
顔
は
真
剣
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
常
識
は
ず
れ
の
人
で
は
な
い
。
会
社
で
も
き

ち
ん
と
役
職
に
つ
い
て
い
て
、
拳
生
会
で
も
世
話
役
を
買
っ
て
で
て
い
る
気
さ
く
な
人
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
が
モ
ス
ク

に
対
し
て
、
こ
ん
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
、
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。

大
学
の
講
義
で
は
現
代
の
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
も
概
説
す
る
。
大
学
生
の
大
半
が
イ
ス
ラ
ム
教
を
す
ぐ
テ
ロ
と
結

び
つ
け
て
考
え
る
の
は
、
体
験
的
に
よ
く
分
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
認
識
を
変
え
る
た
め
に
、
一
歩
日
本
を
出
た

な
ら
、
世
界
に
20
億
人
近
く
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
つ
い
て
の
基
本
的
知
識
は
不
可
欠
だ
と
説
く
。
な
ぜ
イ
ス
ラ
ム
教

徒
が
モ
ス
ク
を
建
て
よ
う
と
す
る
か
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
。
半
期
の
講
義
が
終
わ
る
頃
に
は
、
宗
教
の
多
様
性
に
つ

い
て
あ
る
程
度
理
解
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
か
ら
テ
ロ
リ
ス
ト
を
連
想
す
る
と
か
、
宗
教
は
ア
ブ
ナ
イ
と
決
め
つ
け
る
学

生
は
、
か
な
り
減
っ
て
い
く
。

拳
生
会
で
の
後
輩
の
発
言
を
聞
い
て
、
こ
う
し
た
教
育
を
社
会
人
に
広
げ
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る

iii　　はじめに
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と
感
じ
た
。
Ｊ
Ｏ
Ｃ
（
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
）
の
国
際
人
養
成
ア
カ
デ
ミ
ー
で
講
演
し
た
り
、
企
業
の
中
堅
の
人

た
ち
を
対
象
に
し
た
講
習
の
講
師
を
務
め
る
機
会
も
多
く
な
っ
た
。
そ
う
し
た
場
で
宗
教
や
宗
教
文
化
が
い
か
に
生
活

に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
と
、
関
心
を
も
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
を
肌
で
感
じ
た
。

本
書
で
は
寺
院
や
神
社
あ
る
い
は
教
会
な
ど
で
目
に
す
る
宗
教
の
姿
よ
り
も
、
日
常
生
活
の
中
に
と
き
に
ひ
っ
そ
り

と
、
と
き
に
明
瞭
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
宗
教
文
化
に
つ
い
て
、
多
く
の
頁
を
割
い
て
い
る
。
宗
教
は
特
別
な
事
柄

で
あ
る
と
か
、
一
部
の
人
だ
け
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
認
識
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
再
考

し
て
欲
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

現
在
の
中
等
教
育
で
用
い
ら
れ
る
教
科
書
を
見
る
と
、
複
数
の
科
目
で
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
教
え
の
概
要
や
儀
礼

な
ど
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
説
明
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
そ
れ
を
現
代
に
即
し
て
教
え
ら
れ
る
教
師
、
ま
た
そ
う
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
教
師
が
ど
れ
だ
け
い
る
か
で
あ
る
。
大
学
に
な
る
と
、
宗
教
や
宗
教
文
化
に
つ
い

て
多
く
の
学
び
が
で
き
る
大
学
と
、
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
大
学
と
の
偏
り
が
は
な
は
だ
し
い
。
社
会
人
に
な

れ
ば
、
よ
ほ
ど
差
し
迫
っ
た
事
情
で
も
な
い
と
自
ら
学
ぼ
う
と
す
る
人
は
稀
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
か
ら
の
一
歩
前
進
を
目
指
し
て
、
こ
こ
10
年
ほ
ど
に
広
が
り
を
見
せ
た
宗
教
文
化
教
育
の
目
指
す
と

こ
ろ
に
つ
い
て
述
べ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
は
予
測
も
つ
か
な
い
宗
教
的
価
値
観
に
出
会
う

こ
と
も
あ
ろ
う
。
で
き
る
だ
け
具
体
的
事
例
に
即
し
て
説
明
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
の
で
、
宗
教
文
化
の
基
礎
的
素
養

を
深
め
、
多
様
な
価
値
観
を
理
解
し
て
い
く
姿
勢
を
養
う
た
め
の
一
助
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
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