
国
民
と
難
民
の
出
会
う
と

１
）

こ
ろ

山
岡

健
次
郎

は
じ
め
に

国
家
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
難
民
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

国
家
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
難
民
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
、
国
家
が
な
け
れ
ば
国
境
も
な
い
し
難
民
も
自
由

に
迫
害
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、
国

家
を
廃
棄
し
国
境
を
開
放
せ
よ
、
と
い
う
主
張
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
も
し
も
国
家
が
現
在
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し・
て・
い・

な・
け・
れ・
ば・
、
難
民
も
現
在
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し・
て・
い・
な・
い・
だ・
ろ・
う・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
以
下
論
じ
て
み
た

い
。そ

れ
で
は
現
在
、
国
家
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
国
家
と
は
、
近
代
主
権

国
家
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
近
代
主
権
国
家
に
お
け
る
国
家
と
国
民
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
国

家
と
国
民
と
の
関
係
性
は
、
近
代
に
お
い
て
決
定
的
に
変
容
し
、
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
は
、
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第
二
節
で
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
簡
単
に
そ
の
結
論
だ
け
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

近
代
国
家
は
、
国
民
一
人
一
人
を
同
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
者
が
誰
で
あ
る
の
か
を
、
国
家
の
側
が
把
握
し
名
づ
け
る
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
全
体
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
。
順
序
を
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
よ
そ
者
が
同
定

さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
だ
れ
が
よ
そ
者
で
あ
る
の
か
に
関
心
は
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
だ
れ
が
保
護
す
べ
き
自
国
民
で
あ
る
の

か
と
い
う
こ
と
に
国
家
の
関
心
は
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
順
序
は
重
要
だ
。
と
い
う
の
も
、
難
民
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
非
常
に

し
ば
し
ば
、
難
民
と
は
よ
そ
者
で
あ
る
か
ら
受
け
入
れ
が
難
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
う
し

た
議
論
は
す
で
に
順
序
を
取
り
違
え
て
い
る
。
難
民
が
よ
そ
者
と
し
て
同
定
さ
れ
、
そ
の
受
け
入
れ
が
難
民
問
題
と
し
て
問
題
化
す

る
よ
り
先・
に・
、
国
民
が
国
民
と
し
て
名
指
し
さ
れ
保
護
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
起・
こ・
っ・
て・
い・
た・
。

す
な
わ
ち
、
国
民
と
い
う
あ
り
方
が
前
提
と
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
難
民
と
い
う
あ
り
方
は
例
外
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
以
前
に

難
民
が
異
常
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
る
共
同
体
か
ら
迫
害
さ
れ
た
結
果
、
他
の
共
同
体
に
庇
護
を
求
め
て
逃
亡
し
た

り
、
不
運
に
も
住
む
べ
き
場
所
を
失
っ
て
人
々
が
移
動
し
て
き
た
り
す
る
こ
と
な
ど
は
歴
史
上
つ
ね
に
起
こ
っ
て
き
た
。
そ
の
意
味

で
は
難
民
状
態
と
は
、
例
外
で
は
な
く
常
態
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。
難
民
を
歴
史
的
に
例
外
的
な
存
在
と
し
て
い
る
の
は
、
近

代
主
権
国
家
に
特
有
の
事
情
で
あ
る
。近
代
主
権
国
家
の
国
家
｜
国
民
関
係
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、難
民
は
難
民
と
な
っ

た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
国
民
を
国
民
な
ら
し
め
て
い
る
原
理
が
通
用
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
難
民
を
難
民
と
し
て
受
け
入
れ
る
（
あ

る
い
は
受
け
入
れ
な
い
）
と
い
う
原
理
も
ま
た
通
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
代
の
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
国
家
は
そ
の
国
民
に
対
し
て
責
務
を
負
っ
て
い
る
。
自
国
民
が
国
内
に
い
る
と
き
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
国
内
に
滞
在
中
に
お
い
て
も
、
国
家
は
そ
の
国
民
に
対
し
て
保
護
を
約
束
す
る
。
こ
の
こ
と
は
歴
史
上
、
け
っ

し
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
自
国
を
長
期
間
離
れ
た
者
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
そ
の
国
の
国
民
で
あ
る
な
ど
と
い
う
保
証
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は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
他
国
に
い
る
自
国
民
に
対
し
て
保
護
を
与
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り

も
、
そ
も
そ
も
誰
が
他
国
に
住
ん
で
い
る
だ
と
か
、
出
国
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
を
国
家
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
把
握
す
る

必
要
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
代
以
降
の
主
権
国
家
は
、
国
民
の
居
場
所
を
つ
ね
に
つ
き
止
め
よ
う
と
す
る
。
自
国
の
領

土
外
で
あ
っ
て
も
、
執
拗
に
追
跡
す
る
。
そ
し
て
国
民
は
、
そ
う
し
た
追
跡
を
甘
受
す
る
こ
と
で
、
い
つ
で
も
国
家
か
ら
の
保
護
を

受
け
ら
れ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ト
ー
ペ
イ
が
、
近
代
主
権
国
家
の
国
家
｜
国
民
関
係
を
「
抱
き
込
む
（em

b
ra
cin
g

）」
と
い
う
言
葉
で
表

現
し
た
の
は
、
そ
う
い
う
意

２
）

味
だ
。
近
代
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
と
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
｜
国
民
関
係
が
相
互
に
成
立
し
て
い
る
国

際
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
難
民
が
難
民
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
（
あ
る
い
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
）
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
近

代
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
に
特
有
の
国
家
｜
国
民
関
係
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

難
民
が
難
民
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
（
あ
る
い
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
）
こ
と
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
先
に
論
じ
た
近
代
主
権

国
家
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
国
家
｜
国
民
関
係
に
よ
っ
て
定
義
す
る
な
ら
ば
、
難
民
と
は
、
追
跡
不
能
と
な
っ
た
存
在
で
あ
る
。
も
う

少
し
付
け
加
え
る
な
ら
、
い
か
な
る
国
家
も
そ
の
存
在
を
追
跡
し
よ
う
と
欲
し
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
者
自
身
が
出
身
国
か
ら
の
追

跡
を
拒
ん
だ
結
果
、
追
跡
不
能
と
な
っ
た
存
在
、
そ
れ
が
難
民
で

３
）

あ
る
。

も
は
や
い
か
な
る
国
家
も
、
そ
の
存
在
を
保
護
す
る
た
め
に
追
い
か
け
て
は
来
な
い
。
名
づ
け
の
親
も
育
て
の
親
も
失
っ
た
そ
の

存
在
は
、
こ
う
し
て
難
民
と
な
っ
た
。
追
跡
す
る
た
め
に
国
家
が
必
要
と
し
て
い
る
、
同
定
可
能
な
公
式
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
難
民
は
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
難
民
に
は
名
前
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
難
民
問
題
の
解
決
が
匿
名
的
な
「
国
際
社
会
」
に
委
ね

ら
れ
た
こ
と
は
、
近
代
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
必
然
で
も
あ
っ
た
。

自
由
主
義
の
立
場
か
らn

a
tio
n

と
い
う
単
位
を
擁
護
す
る
多
文
化
主
義
者
キ
ム
リ
ッ
カ
に
よ
れ
ば
、
難
民
が
被
っ
た
（
被
っ
て
い

る
）
不
正
義
を
補
償
す
る
義
務
は
、
難
民
受
入
国
の
側
に
は
な
い
こ
と
に

４
）

な
る
。
国
家
に
は
す
べ
て
の
国
民
を
保
護
す
る
義
務
が
あ
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る
と
い
う
、
近
代
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
建
前
を
固
持
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
正
し
い
。
難
民
が
被
っ
た（
被
っ
て
い
る
）

不
正
義
を
補
償
す
る
義
務
は
本
来
、
難
民
の
出
身
国
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
難
民
の
出
身
国
が
そ
う
し
た
義
務
を
果
た
す
の

を
拒
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
義
務
を
果
た
す
能
力
を
持
た
な
い
が
た
め
に
、
難
民
は
他
国
に
庇
護
を
求
め
る
こ
と
と

５
）

な
る
。

こ
こ
で
お
な
じ
み
の
ジ
レ
ン
マ
が
登
場
す
る
。
だ
れ
が
そ
の
不
正
義
を
補
償
す
べ
き
な
の
か
。
こ
の
問
い
が
つ
ね
に
、
難
民
と
い

う
存
在
に
は
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
問
い
の
構
造
を
支
え
て
い
る
の
が
、
近
代
主
権
国

家
シ
ス
テ
ム
に
特
有
の
国
家
｜
国
民
関
係
な
の
で
あ
る
。
正
義
と
は
つ
ね
に
、
国
家
と
国
民
と
の
蜜
月
の
関
係
性
の
な
か
で
実
現
さ

れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。
そ
う
し
た
関
係
性
を
断
ち
切
ら
れ
た
難
民
に
と
っ
て
は
、
正
義
を
回
復
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
ほ
と
ん

ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。「
人
権
」
や
「
人
間
性
」
と
い
う
ど
こ
ま
で
も
抽
象
的
な
概
念
に
難
民
が
訴
え
か
け
る
の
は
、
ほ
か
に
拠
り
頼

む
べ
き
絆
を
彼
ら
が
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
難
民
は
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
は
、
そ
の
数
の
多
さ
に
よ
っ
て
鋭
く
問
題
化
し
て
き
た
。
そ
の
数
の
多
さ
に
圧
倒
さ
れ

た
か
ら
こ
そ
、
難
民
政
策
は
困
難
を
極
め
た
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
難
民
は
、
南
か
ら
北
、
あ
る
い
は
東
か

ら
西
へ
の
移
動
以
上
に
、
南
か
ら
南
へ
の
難
民
の
移
動
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の
結
果
、
難
民
が
大
量
に
流
入
し
た
発
展
途
上
世
界

で
は
、
そ
う
し
た
流
入
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
国
家
の
安
定
が
脅
か
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
問
題
の
緊
急
性
と
、
こ
こ

で
論
じ
て
い
る
事
柄
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
北
側
、
す
な
わ
ち
先
進
国
側
に
よ
る
難
民
受
け
入
れ
に
関
わ
る
「
難
民
問
題
」

に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
難
民
の
受
け
入
れ
が
国
の
安
定
を
脅
か
す
と
い
う
議
論
は
、
発
展
途
上
世
界
の
切
実
さ
と
は
か
け

離
れ
た
次
元
で
、
先
進
工
業
世
界
に
お
い
て
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
議
論
に
は
妥
当
性
は
な
い
、

す
な
わ
ち
、
先
進
諸
国
に
ま
で
や
っ
て
く
る
こ
と
の
で
き
る
難
民
の
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
難
民
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
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も
安
全
を
脅
か
す
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
、
先
進
諸
国
の
難
民
政
策
を
批
判
的
に
検
討
す
る
研
究
も
数
多
く

６
）

あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
や
は
り
問
題
と
し
て
残
り
続
け
る
の
は
、
そ
う
し
た
議
論
の
応
酬
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
、
難
民
と
い
う
存
在

の
不・
自・
然・
さ・
で
あ
る
。
国
民
を
追
尾
す
る
シ
ス
テ
ム
が
技
術
的
に
ま
す
ま
す
高
度
に
な
り
完
璧
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
先
進
世
界
に

お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
同
定
過
程
を
逃
れ
た
難
民
と
い
う
存
在
は
、
不
気
味
な
ま
ま
だ
。
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
あ
け
す
け
に
言

い
放
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
国
で
「
人
間
の
屑
」
と
し
て
放
り
出
さ
れ
た
人
間
は
、
ど
こ
に
行
っ
た
と
し
て
も
や
は
り
「
人
間
の
屑
」

と
し
て
し
か
扱
わ
れ

７
）

な
い
。
そ
れ
が
近
代
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
本
音
だ
ろ
う
。

外
国
人
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
意
図
と
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
自
ら
の
責
務
を
限
定
し
、
責
任
を
負
い
き
れ

な
い
と
判
断
し
た
な
ら
す
ぐ
に
で
も
出
身
国
に
送
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
つ
で
も

移
送
可
能
な
状
態
に
し
て
お
く
た
め
に
、
自
ら
の
監
視
下
に
置
く
の
だ
。
し
か
し
、
難
民
と
は
、
移
送
不
可
能
な
存
在
で

８
）

あ
る
。
そ

の
よ
う
な
難
民
を
い
か
に
し
て
移
送
可
能
な
存
在
と
す
る
の
か
。
各
国
の
難
民
政
策
が
恣
意
的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
た
政
府
の
手
際
に
対
し
て
で
あ
る
。
庇
護
申
請
者
が
難
民
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
者
は
再
び

移
送
可
能
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
が
証
明
さ
れ
な
い
間
は
、
移
送
不
可
能
な
存
在
と
し
て
滞
留
す
る
。
存
在
が
宙
ぶ
ら
り
ん
に
な
っ

た
庇
護
申
請
者
の
施
設
へ
の
収
容
が
行
な
わ
れ
る
。
難
民
キ
ャ
ン
プ
や
難
民
収
容
所
と
い
っ
た
施
設
は
、
国
家
｜
国
民
関
係
か
ら
成

り
立
つ
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
、
そ
う
し
た
存
在
の
受
け
渡
し
が
上
手
く
い
っ
て
い
な
い
が
た
め
に
、
仮
設
（
常
設

）
さ

れ
た
ゾ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
間
は
ど
こ
か
の
国
の
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
理
が
貫
徹
す
る
こ
の
世
界
に
あ
っ
て
、
難
民
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
者
は
、
無
名
の
ま
ま
で
自
由
に
生
き
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
保
護
さ
れ
て
生
か
さ
れ
る
か
、
収
容
さ
れ
て
消
え
去
る

か
、
ど
ち
ら
か
だ
。
そ
れ
は
、
フ
ー
コ
ー
が
看
破
し
た
近
代
の
権
力
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。「
死
な・
せ・
る・
か
生
き
る
ま・
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ま・
に・
し・
て・
お・
く・
と
い
う
古
い
権
利
に
代
わ
っ
て
、
生
き
さ・
せ・
る・
か
死
の
中
へ
廃・
棄・
す・
る・
と
い
う
権
力
が
現
わ

９
）

れ
た
」。

国
民
が
国
民
で
あ
る
こ
と
と
、
難
民
が
難
民
で
あ
る
こ
と
と
は
け
っ
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
意
味
に
お
い
て
、
国
家
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
難
民
も
存
在
し
な
い
、
の
だ
。

以
下
本
論
で
は
、
難
民
が
難
民
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
難
民
の
存
在
論
に
つ
い
て
、「
国
家
と
難
民
」、「
国
家
と
国
民
」、「
国
民

と
難
民
」
と
い
う
三
つ
の
関
係
性
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

第
一
節

国
家
と
難
民

国
家
形
成
（
あ
る
い
は
崩
壊
）
の
過
程
と
難
民
発
生
と
の
関
係
を
実
証
的
か
つ
説
得
的
に
論
じ
た
の
が
、
ア
リ
ス
テ
ィ
ド
・
ゾ
ル

バ
ー
グ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ゾ
ル
バ
ー
グ
の
議
論
を
検
証
し
て
み
た
い
。

ゾ
ル
バ
ー
グ
が
意
識
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
難
民
研
究
で
あ

10
）

っ
た
。
両
大
戦
後
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
体
を
覆
っ
た
大
規
模
な
人
々
の
移
動
と
大
量
の
難
民
化
。
そ
の
原
因
と
結
果
、
さ
ら
に
は
対
処
法
に
つ
い
て
多
く
の
議
論

と
実
践
と
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
成
果
で
あ
る
の
が
、
一
九
五
一
年
の
難
民
条
約
や
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
と
い
っ
た
難
民
問
題
解

決
を
目
的
と
し
た
国
際
機
関
の
発
足
で
も
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
難
民
問
題
は
、
最
も
鋭
く
ナ
チ
ズ
ム
に
お
い
て
象
徴
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
民
族
迫
害
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
危
機
的
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
問
題
性
は
、
そ
の
起
源
を
第
一

次
世
界
大
戦
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
「
国
民
国
家
」
化
し
て
い
く
過
程
こ
そ
が
、

決
定
的
な
転
機
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
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一
定
領
域
の
領
土
に
対
し
て
は
、
た
だ
一
つ
の
民
族
だ
け
が
政
治
的
・
社
会
的
に
正
統
な
支
配
権
を
確
立
し
う
る
の
だ
と
す
る
国

民
国
家
原
理
は
、
そ
の
内
部
に
少
数
民
族
と
無
国
籍
者
と
い
う
原
理
に
反
す
る
存
在
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦

後
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ロ
シ
ア
帝
国
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
い
っ
せ
い
に
崩
壊
し
、
国
民
国
家
原
理
を

貫
徹
し
よ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
猛
威
に
襲
わ
れ
る
か
た
ち
で
、
少
数
民
族
や
無
国
籍
者
の
多
く
が
難
民
化

11
）

し
た
。
し
か
し

ゾ
ル
バ
ー
グ
は
、
こ
の
「
国
民
国
家
化＝

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
よ
っ
て
難
民
発
生
」
と
い
う
構
図
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
よ

う
と
し
た
。
そ
れ
は
難
民
発
生
と
い
う
よ
り
広
い
問
題
系
か
ら
す
る
な
ら
、
問
題
の
一
変
種
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
た

12
）

の
だ
。

ゾ
ル
バ
ー
グ
が
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
九
七
〇
年
代
以
後
に
発
生
し
て
き
た
新
し
い
難
民
危
機

で
あ
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
第
三
世
界
」
に
お
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
で
大
規
模
な
難
民
発
生
は
起
こ
っ
て
い
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
や
イ
ン
ド
｜
パ
キ
ス
タ
ン
の
難
民
の
姿
が
す
ぐ

に
で
も
思
い
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
、
キ
ュ
ー
バ
と
い
っ
た
革
命
の
動
乱
が
生
み
出
し
た
難
民
の
流
れ

が
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
一
連
の
事
態
も
、
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
難
民
問
題
を
処
理
す
る
枠
組
み
の
延

長
と
し
て
、
ど
う
に
か
対
処
可
能
な
状
況
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
六
〇
年
代
後
半
ご
ろ
か
ら
、
主
に
ア
フ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
脱
植
民
地
化
そ
し
て
新
興
国
家
形
成
の
動
き
に
伴
な

い
、
そ
れ
ま
で
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
新
し
い
形
態
の
難
民
発
生
の
状
況
が
顕
著
と
な
っ
て
き
た
。
ゾ
ル
バ
ー
グ
は
、
そ
う
し
た
新

し
い
流
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
難
民
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
危
機
的
状
況
と
、
難
民
が
生
み
出
す
数
々
の
危
機
を
現
代
的

な
諸
相
と
し
て
切
り
取
ろ
う
と
す
る
。

ゾ
ル
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
難
民
を
発
生
さ
せ
る
の
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

は
難
民
発
生
の
よ
り
広
い
意
味
で
の
要
因
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
ゾ
ル
バ
ー
グ
が
難
民
発
生
の
原
因
と
し
て
注
目
す
る
の
は
、
国
家
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形
成
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
は
国
家
形
成
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も「
国
民
国
家
」

形
成
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
「
第
三
世
界
」
に
お
い
て
新
し
く
生
れ
つ
つ
あ
っ
た
国
家
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
「
国
民
国
家
」
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
国
家
も
ま
た
、
近
代
主
権
国
家
と
い
う
広
い
意
味
で
の
国
家
の
諸
特
徴
は
確
か
に
共
有
し
て
い

た
と
言
え
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る「
国
民
国
家
」に
お
い
て
は
、
国
家
の
構
成
員
た
る
人
民
は
、
同
時
に
政
治
的
市
民
と
し
て
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
政
治
的
市
民
と
し
て
の
地
位
と
権
利
と
が
、
法
や
制
度
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
体
制
を
、

こ
こ
で
は
「
国
民
国
家
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
ゆ
え
「
国
民
国
家
」
に
お
い
て
は
、「
市
民
」
と
い
う
資
格
（citizen

sh
ip

）
が
、
権
利
付

与
の
決
定
的
な
境
界
を
画
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
厳
密
な
国
家
｜
国
民
関
係
は
（
い
ま
だ
）
確
立
さ
れ
て
い
な
い

が
、
国
境
線
に
よ
っ
て
一
応
の
領
土
画
定
が
行
わ
れ
、
領
土
主
権
を
有
す
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
国
際
社
会
へ
の
参
画
が
認
め
ら
れ
て

い
る
国
家
も
、
現
実
に
多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
国
家
と
「
国
民
国
家
」
と
は
、
区
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意

味
に
お
い
て
、
ゾ
ル
バ
ー
グ
が
着
目
す
る
の
は
、「
国
民
国
家
」
形
成
で
は
な
く
、
国
家
形
成
（
あ
る
い
は
崩
壊
）
の
過
程
な
の
で
あ

る
。難

民
研
究
に
お
け
る
「
国
民
国
家
」
形
成
へ
の
議
論
の
偏
重
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
難
民
発
生
の
決
定
的
な
転
機
で
あ
る
と
み

な
す
歴
史
認
識
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、
ゾ
ル
バ
ー
グ
は
、
十
六
・
七
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
覆
っ
た
宗
教
迫
害
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
た
難
民
た
ち
を
召
喚
す
る
。
人
々
が
難
民
化
す
る
の
は
、
民
族
的
な
迫
害
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
、
国
家
が
特
定
の
宗
教
に
よ
っ

て
統
一
的
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
宗
教
的
な
背
景
ゆ
え
に
難
民
化
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
そ
の
際
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
う
し
た
迫
害
が
一
国
内
的
な
事
情
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
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た
と
え
そ
う
し
た
迫
害
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
々
は
難
民
化
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
々
が
難
民
化
す

る
た
め
に
は
、
他
国
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
組
織
原
理
の
も
と
で
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ユ
グ
ノ
ー
を
ユ
グ
ノ
ー
と
し

て
迫
害
す
る
国
家
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
ユ
グ
ノ
ー
を
ユ
グ
ノ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
る
（
あ
る
い
は
受
け
入
れ
な

い
）
国
家
が
他
に
存
在
し
て
は
じ
め
て
、
ユ
グ
ノ
ー
は
難
民
化
す
る
の
だ
。

「
カ
ル
バ
ン
派
が
庇
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
出
身
国
に
お
い
て
彼
ら
を
受
け
入
れ
難
い
も
の
と
し
て
い
た
要
素
が
な

ん
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
逆
に
ど
こ
か
別
の
政
治
的
に
強
力
な
何
ら
か
の
集
団
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
一
派
を
公
定
の
宗
教
と
し
て
掲
げ
て
い
る
国
家
や
、
同
類
の
カ
ル
バ
ン
派
が
大
き
な
権
力
を
握
る
国
家
に

お
い
て
、
彼
ら
カ
ル
バ
ン
派
は
最
も
確
実
に
庇
護
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
困
窮
し
た
同
胞
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
す
る
義
務
感

と
い
う
の
が
、
そ
こ
で
の
疑
い
よ
う
の
な
い
主
要
な
動
機
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
行
為
は
人
道
主
義
的
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
の
人
道
主
義
は
間
違
い
な
く
党
派
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
十
六
・
七
世
紀
の
紛
争
に
満
ち

た
国
際
的
な
政
治
の
舞
台
に
お
い
て
は
、
外
国
人
カ
ル
バ
ン
派
に
対
す
る
庇
護
の
供
与
も
ま
た
、
国
家
に
よ
る
権
謀
術
数
ゲ
ー
ム

に
お
け
る
抜
け
目
な
い
一
手
で
あ
っ
た

13
）

の
だ
。」

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
当
時
か
ら
難
民
の
運
命
が
現
代
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
政
策
に
左
右
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
難
民
研
究
が
し
ば
し
ば
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
は
、
そ
う
い
う
恣
意
的
な
政
治
手
法
に
目
を
奪

わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
む
し
ろ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
絶
対
主
義
的
な
国
家
が
成
立
し
つ
つ
あ
り
、
そ
う
し
た
国
家
原
理
が
広

く
浸
透
し
、
西
欧
全
体
が
そ
の
よ
う
な
絶
対
主
義
的
国
家
に
よ
っ
て
領
域
的
に
区
分
さ
れ
、
𨻶
間
な
く
結
合
し
て
き
た
と
い
う
事
態

で

14
）

あ
る
。
都
市
国
家
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
政
治
的
共
同
体
が
入
り
乱
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
は
、
必
然
的
に
領
域
性
が
曖
昧

と
な
り
、
人
々
は
難
民
化
し・
に・
く・
い・
。
し
か
し
各
国
が
同
じ
原
理
の
下
で
組
織
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
互
に
共
約
可
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能
性
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
国
家
に
お
い
て
迫
害
さ
れ
た
者
た
ち
が
他
の
国
に
お
い
て
も
迫
害
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
同
じ

原
理
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
他
の
国
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
対
抗
原
理
に
基
づ
い

て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
世
界
は
一
貫
し
て
い
る
。

難
民
発
生
の
条
件
と
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
国
内
が
あ
る
原
理
に
基
づ
い
て
統
治
さ
れ
て
い

る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
統
治
が
意
図
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
う
し
た
原
理
に
基
づ
い
た

関
係
性
が
他
国
と
の
間
で
成
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
関
係
性
と
は
、
相
互
承
認
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
互
い
に
原
理
を
認
め
合
う
と
い
う
こ
と
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
の
国
の
み
が
原
理
を
言
い
立

て
て
い
て
他
方
が
そ
れ
を
取
る
に
足
り
な
い
と
見
な
し
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
主
権
国
家
関
係
は
成
り
立
た
な
い
。
国
家
の
成
り
立
ち

に
つ
い
て
論
じ
た
萱
野
稔
人
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
主
権
国
家
間
の
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
る
と
、
主
権
は
他
の
主
権
か
ら
の
承

認
が
な
け
れ
ば
存
在
し
え
な
く
な
る
。
た
と
え
暴
力
を
組
織
化
し
た
審
級
が
そ
こ
の
住
民
か
ら
正
統
性
を
付
与
さ
れ
て
い
て
も
、
他

の
主
権
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
主
権
国
家
に
は
な
れ

15
）

な
い
」。

つ
ま
り
は
、
国
内
統
一
を
成
し
遂
げ
た
（
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
）
主
権
国
家
か
ら
な
る
国
際
関
係
の
成
立
こ
そ
が
、
難
民
発
生

の
前
提
条
件
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
モ
ザ
イ
ク
状
の
世
界
で
は
、
難
民
は
顕
在
化
し
な
い
。
色
面
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
世

界
地
図
こ
そ
が
、
難
民
登
場
の
舞
台
装
置
と
な
る
の
だ
。
そ
し
て
歴
史
上
、
ゾ
ル
バ
ー
グ
の
着
目
し
た
宗
教
改
革
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
世
界
地
図
を
塗
り
替
え
る
決
定
的
な
契
機
で
も
あ
っ
た
。
近
代
的
な
国
際
関
係
の
発
生
と
宗
教
改
革
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヘ
ル
ド
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
近
代
の
ス
テ
イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
は
、
宗
教
改
革
の
開
始
時
点
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
支
配
し
て
い
た
、
分
裂
と
激
烈
な
対
立
と
い

う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
は
、
重
層
的
な
権
威
構
造
と
対
立
す
る
忠
誠
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
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近
代
国
家
が
勃
興
す
る
背
景
と
し
て
決
定
的
な
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
近
代
国
家
は
あ
る
意
味
で
は
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
闘
争
と
混
乱
を
、
概
念
的
に
も
制
度
的
に
も
収
拾
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
の
で

16
）

あ
る
。」

こ
の
点
に
お
い
て
、
ゾ
ル
バ
ー
グ
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
し
て
い
る
。
ゾ
ル
バ
ー
グ
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
難
民
発
生
の
前
提

条
件
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
ゾ
ル
バ
ー
グ
ら
が
着
目
す
る
の
は
、
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
紛
争
の
形
態
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
紛
争
形
態
を
独
立
変
数
と
し
、
従
属
変
数
と
し
て
の
難
民
発
生
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
の
分
析
が
行
な
わ
れ
る
。
ど

の
よ
う
な
紛
争
が
、
ど
れ
く
ら
い
の
規
模
の
難
民
を
発
生
さ
せ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
難
民
政
策
を
予
測
可
能
性
に
基

づ
い
た
よ
り
合
理
的
な
も
の
へ
と
変
革
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

難
民
発
生
の
前
提
条
件
と
し
て
の
国
内
統
一
そ
し
て
国
際
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
、
ゾ
ル
バ
ー
グ
が
あ
え
て
言
及
し
な
い
こ
と
に

は
理
由
が
あ
り
そ
う
だ
。
ゾ
ル
バ
ー
グ
は
、
そ
う
し
た
前
提
条
件
は
、
彼
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
「
第
三
世

界
」
に
お
け
る
難
民
発
生
状
況
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
と
考
え
た
の
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
結
論
を
急
が
な
い
。
そ
の
問
題
に

つ
い
て
は
第
三
節
で
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
ゾ
ル
バ
ー
グ
が
見
落
と
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
に
留

め
て
お
こ
う
。

両
大
戦
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
難
民
の
前
後
に
、
す
な
わ
ち
そ
れ
以
前
と
し
て
、
十
六
・
七
世
紀
の
宗
教
迫
害
に
よ

る
難
民
発
生
を
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
に「
第
三
世
界
」の
難
民
発
生
状
況
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゾ
ル
バ
ー
グ
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
難
民
問
題
の
特
権
性
を
掘
り
崩
そ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
四
年
を
決
定
的
な
転
機
と
み
な
す
歴
史
認
識
を
相
対
化
し

問
い
直
そ
う
と
し
た

17
）

の
だ
。
し
か
し
そ
の
結
果
と
し
て
ゾ
ル
バ
ー
グ
は
、
難
民
発
生
の
原
因
追
求
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
紛

争
形
態
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
難
民
発
生
状
況
を
理
解
す
る
手
助
け
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
と
き
、
紛
争
と
難
民
発
生
を

関
数
的
に
結
び
つ
け
る
ロ
ジ
ッ
ク
は
依
然
と
し
て
隠
さ
れ
た
ま
ま
だ
。
あ
る
形
態
の
紛
争
か
ら
あ
る
パ
タ
ー
ン
の
難
民
が
発
生
す
る
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と
い
う
関
係
性
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
後
に
難
民
を
難
民
な
ら
し
め
る
論
理
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

そ
う
し
た
論
理
が
貫
徹
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
難
民
は
難
民
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
論
理
の
な
い
と
こ
ろ
で

ど
の
よ
う
な
紛
争
が
起
こ
ろ
う
と
も
、
原・
理・
的・
に・
は・
人
々
は
難
民
化
し
な
い
。

第
二
節

国
家
と
国
民

「
は
じ
め
に
」
で
も
結
論
的
に
論
じ
た
こ
と
だ
が
、
次
に
本
節
で
は
、
近
代
主
権
国
家
に
お
け
る
国
家
と
国
民
と
の
関
係
性
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
国
家
と
国
民
と
の
関
係
の
編
成
を
問
う
こ
と
な
し
に
、
難
民
が
難
民
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を

問
い
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
。

人
々
が
難
民
化
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
す
べ
て
の
人
間
が（
建
前
と
し
て
で
あ
れ
）、
特
定
の
国
の
国
民
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
国
民
と
な
る
と
い
う
の
は
、
国
家
と
排
他
的
な
関
係
性
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
が
ど
こ
か
の
国

の
国
民
で
あ
る
よ
う
な
世
界
に
あ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
国
民
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
た
者
が
、
難
民
と
な
る
。

国
家
と
国
民
と
の
排
他
的
な
関
係
性
は
単
に
想
像
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
歴
史
的
に
検
証
し
た
の
が
、
ジ
ョ
ン
・
ト
ー

ペ
イ
に
よ
る
パ
ス
ポ
ー
ト
の
研
究
で
あ
る
。

ト
ー
ペ
イ
に
よ
れ
ば
、
国
家
と
国
民
と
の
関
係
性
を
論
じ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
多
く
は
、
国
家
が
国
民
社
会
へ
と
「
浸
潤

（p
en
etra

tin
g

）」す
る
能
力
の
分
析
を
行
な
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
国
家
が
国
民
を
管
理
し
統
治
し
て
い
く
過
程
を
批
判
的
に
検
証
す

る
と
い
う
の
が
、
近
代
国
民
国
家
形
成
に
関
す
る
議
論
の
主
旋
律
を
な
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
議
論
の
な
か
で

は
、
国
民
を
支
配
す
る
国
家
の
存
在
は
自
明
視
さ
れ
た
ま
ま
だ
。
そ
れ
に
対
し
ト
ー
ペ
イ
が
提
起
す
る
の
は
、
国
家
が
国
民
社
会
を

242

一橋社会科学 第３号 2007年７月



「
抱
き
込
む
（em

b
ra
cin
g

）」
能
力
に
関
す
る
歴
史
的
な
分
析
で
あ
る
。
近
代
主
権
国
家
の
も
と
で
は
、
国
家
は
国
民
を
一
方
的
に

支
配
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
支
配
を
効
果
的
に
実
行
す
る
た
め
に
は
、
国
家
は
国
民
を
支
配
下
に
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
支

配
下
に
い
な
い
者
に
ま
で
そ
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
、
支
配
下
に
置
く
、
と
い
う
過
程
が
実
質
的
な

支
配
に
先
行
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
歴
史
過
程
の
こ
と
を
ト
ー
ペ
イ
は
、
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
な
が
ら
、「
浸
潤

（p
en
etra

tin
g

）」
の
前
段
階
と
し
て
「
抱
き
込
む
（em

b
ra
cin
g

）」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
社
会
へ
と
効
果
的
に
浸
潤
す
る
（p

en
etra

te

）
た・
め・
に・
は・
、
国
家
は
社
会
を
抱
き
込
ん
で
（em

b
ra
ce

）
い・
な・
く・
て・
は・
な・
ら・
な・

い・
。
国
家
に
よ
る
抱
擁
の
外
に
い
る
者
は
必
然
的
に
、
国
家
に
よ
る
浸
潤
の
限
界
を
表
象
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
国
家
自

身
の
腕・
の・
な・
か・
に
抱
え
き
れ
な
い
も
の
に
ま
で
国
家
の
手・
は
届
か
な
い
、
と
い
う
こ

18
）

と
だ
。」

そ
し
て
こ
の
「
抱
き
込
む
」
過
程
、
す
な
わ
ち
国
民
を
支
配
下
に
置
く
過
程
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
の
が
、

国
家
に
よ
る
国
民
一
人
一
人
の
同
定
作
業
で
あ
る
。

こ
の
国
民
の
同
定
作
業
へ
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
、「
国
家
に
よ
る
正
当
な
移
動
手
段
の
独
占
」と
い

う
契
機
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
に
倣
っ
て
ト
ー
ペ
イ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
国
家
と
国
際
関
係
シ
ス
テ
ム

の
形
成
過
程
を
、「
国
家
に
よ
る
移
動
手
段
の
独
占
」と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
国
境
間
に
限
ら
な
い
移
動
の
手
段
を
個
人
や
集
団
か
ら

奪
い
と
る
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
は
近
代
国
家
と
し
て
の
「
国
家
ら
し
さ
」
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
だ
。
し
か
し
資
本
主
義

と
国
民
国
家
が
最
終
的
な
勝
利
を
お
さ
め
る
十
九
世
紀
ま
で
は
、
そ
う
し
た
移
動
に
た
い
す
る
制
限
は
あ
く
ま
で
も
「
国
内
的
な
」

事
情
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
黎
明
期
の
近
代
国
家
で
は
、
国
家
領
域
内
に
お
け
る
経
済
的
利
益
の
再
配
分
の
問
題
や
国
家
防
衛
の
責

務
を
誰
が
果
た
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
課
税
と
徴
兵
の
対
象
と
な
る
の
は
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
と
関

連
す
る
か
た
ち
で
、
国
内
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
文
書
に
よ
る
国
内
移
動
の
制
限
が
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
民
主
化
と
資
本
主
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義
の
進
展
に
伴
な
い
、
国
民
の
移
動
に
対
す
る
制
限
は
徐
々
に
緩
和
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
か
と
い
っ
て
国
家
が
国
民
を
手

放
し
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
。
移
動
に
対
す
る
国
家
規
制
の
緩
和
と
同
時
進
行
す
る
か
た
ち
で
、
国
民
一
人
一
人
を
同
定

す
る
手
段
が
発
達
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
身
分
証
明
で
あ
る
。

十
九
世
紀
の
北
ド
イ
ツ
連
邦
に
お
い
て
移
動
に
対
す
る
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
身
分
証
明
が
広
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程

を
、
ト
ー
ペ
イ
は
次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。

「
結
果
と
し
て
北
ド
イ
ツ
連
邦
は
、
旅
行
を
脱
犯
罪
化
す
る
方
向
へ
と
移
行
し
た
。
そ
れ
以
前
は
特
に
、
低
所
得
階
層
の
人
々
が

旅
行
す
る
際
に
疑
い
が
か
け
ら
れ
、
警
察
権
力
に
よ
る
監
視
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
規
制
が
法
令
か
ら
取
り
除

か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
パ
ス
ポ
ー
ト
に
よ
る
規
制
を
廃
止
し
、
そ
れ
と
同
時
に
す
べ
て
の
住
民
を
抱
き
込
む
地
位
に
あ
る
国
家

の
権
限
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旅
行
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
そ
う
し
た
移
動
は
、
い
ま
や
日
常
生
活
の
一
部
分
と

し
て
法
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
文
書
に
よ
る
移
動
に
対
す
る
制
限
か
ら
文
書
に
よ
る
身

分
証
明
の
実
質
化
と
い
う
、
や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
変
化
が
強
く
推
し
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
身
分
証
明
規
制
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
非-

国
民
に
対
す
る
国
民
の
優
位
と

い
う
原
則
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か

19
）

っ
た
。」

こ
の
移
動
の
制
限
か
ら
身
分
証
明
へ
と
い
う
流
れ
は
、
国
家
に
と
っ
て
の
統
治
対
象
で
あ
る
「
臣
民
」
が
「
市
民
」
と
な
っ
て
い

く
過
程
と
重
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ

20
）

ろ
う
。
国
家
主
権
が
人
民
主
権
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
正
統
性
を
表
明
し
は
じ
め
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
文
書
に
よ
る
身
分
証
明
と
い
う
イ
ン
フ
ラ
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
領
土
を
有
す

る
国
家
の
運
命
に
関
し
て
共
通
の
利
害
関
心
を
持
つ
住
民
の
集
団
が
、「
国
民
」と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し

て
形
成
さ
れ
た
各
「
国
民
」
同
士
は
、
互
い
に
排
他
的
な
利
害
関
係
に
置
か
れ
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
国
家
に
よ
る
身
分
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証
明
が
隈
な
く
達
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
再
び
パ
ス
ポ
ー
ト
に
よ
る
移
動
制
限
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
身
分
証
明
革
命
」は

成
就
し
た
。

「
多
く
の
西
欧
諸
国
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
パ
ス
ポ
ー
ト
に
よ
る
移
動
制
限
が
第
一
次
世
界
大
戦
期
に

再
）導
入
さ
れ

た
。
そ
し
て
戦
後
も
引
き
続
き
パ
ス
ポ
ー
ト
制
度
は
廃
止
さ
れ
ず
に
残
っ
た
。
こ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の

再
）導
入
こ
そ
が
、『
身
分
証

明
革
命
』
の
決
定
的
な
局
面
で
あ
っ
た
。
こ
の
革
命
は
、
国
民
を
同
定
し
、
国
民
と
非-

国
民
と
を
区
別
し
、
自
ら
を
『
国
民
国
家
』

と
し
て
打
ち
立
て
る
た
め
に
必
要
と
な
る
統
治
機
構
の
能
力
を
著
し
く
拡
張
し
た
の
で
あ

21
）

っ
た
。」

す
べ
て
の
国
民
を
抱
き
込
み
、
国
民
国
家
は
完
成
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
以
前
は
国
家
内
部
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
さ
ま

ざ
ま
な
地
方
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
境
界
は
消
滅
し
、
国
境
が
厳
然
と
し
て
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
人
び
と
が
移
動
す

る
際
に
と
も
な
う
主
要
な
困
難
は
、
そ
れ
以
前
の
よ
う
に
領
域
的
空
間
か
ら
抜
け
出
す
と
き
に
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
領
域
的
空
間

へ
と
入
場
し
よ
う
と
す
る
際
に
生
じ
て
く
る
こ
と
と
な

22
）

っ
た
。

パ
ス
ポ
ー
ト
の
役
割
が
変
質
し
た
の
で
あ
る
。
入
国
を
制
限
す
る
国
家
の
権
限
と
い
う
の
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
馴

染
み
の
あ
る
も
の
だ
が
、
歴
史
的
に
は
比
較
的
最
近
の
成
り
行
き
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ト
ー
ペ
イ
は
確
認
す
る
。
パ
ス
ポ
ー

ト
は
、
国
境
を
越
え
て
他
国
へ
と
入
国
す
る
際
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
け
っ
し
て
十
分
条
件
で
は
な
い
。
パ
ス
ポ
ー
ト
が
保
証

し
て
い
る
の
は
、
あ
る
国
が
他
の
国
の
国
民
の
入
国
を
拒
否
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
を
確
実
に
受
け
入
れ
て
く
れ
る

そ
の
者
が
帰

国
す
る
こ
と
の
で
き
る
）出
身
国
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
帰
国
で
き
る
「
権
利
」
と
も
呼
び
難
い

よ
う
な
ご
都
合
主
義
的
な
代
物
だ
。

「
一
個
人
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
自
分
の
出
身
国
に
帰
国
す
る
と
い
う
、
よ
り
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
は
、
個
人
に
内

在
し
た
権
利
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
国
際
的
な
国
家
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
主
権
に
と
っ
て
の
必
要
性
か
ら
要
請
さ
れ
る
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も
の
な
の
で
あ
る
。
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
所
持
者
が
目
的
国
へ
の
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら
追
い
出
さ
れ
た

り
し
た
場
合
に
、
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
国
が
そ
の
所
持
者
を
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同

様
に
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
所
持
者
は
そ
の
発
行
国
へ
と
帰
国
す
べ
し
、
と
い
う
主
張
を
も
自
明
の
こ
と
と
し
て
言
い
立

て
て
い
る
の
で
も

23
）

あ
る
。」

そ
れ
ゆ
え
、
出
入
国
を
審
査
す
る
権
限
を
国
家
が
独
占
し
て
い
る
よ
う
な
こ
の
世
界
に
あ
っ
て
パ
ス
ポ
ー
ト
を
紛
失
し
て
し
ま
っ

た
者
は
、「
命
綱
が
断
ち
切
ら
れ
、
行
き
場
を

24
）

失
う
」。

こ
の
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
国
家
に
よ
っ
て
抱
き
込
ま
れ
た
結
果
国
民
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
国
家
に
依
存

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
た
個
人
が
、
国
家
が
正
当
な
も
の
と
し
て
公
認

し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
｜
す
な
わ
ち
身
分
証
明
書
が
証
明
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
｜
以
外
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
あ

え
て
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
非
常
に
大
き
な
困
難
が
と
も
な
う
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
い
ま
や
、
な
ん
ら
か
の
公
的
な
身

分
証
明
書
な
し
に
、
政
治
・
経
済
・
社
会
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
便
益
へ
と
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
、
現
代
の
人
間
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
囚
人
」
と
な
っ
て

25
）

い
る
。

こ
の
よ
う
な
国
家
｜
国
民
関
係
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
す
る
現
代
に
あ
っ
て
も
決
し
て
消
滅
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

こ
う
し
た
意
味
で
の
国
民
国
家
化
は
世
界
共
通
の
原
理
と
な
っ
た
。
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
が
国
民
と
し
て
の
各
人
に
要
求
す
る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
所
持
は
、
脱
植
民
地
化
の
過
程
で
新
興
国
家
形
成
を
行
な
う
発
展
途
上
世
界
に
と
っ
て
は

と
な
っ
た
。
欧

米
を
は
じ
め
と
す
る
「
北
」
側
世
界
は
、
新
興
国
家
の
国
民
に
対
し
て
も
同
様
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
保
持
を
要
求
す
る
こ
と

の
で
き
る
立
場
に
あ
る
。
そ
れ
が
主
権
国
家
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
国
家
は
国
民
を
抱
き
込
ん
で
い・
な・
け・
れ・
ば・
な・
ら・
な・
い・
の
だ
。

抱
き
込
む
た
め
の
手
段
も
能
力
も
欠
い
た
新
興
国
家
に
も
、
原
理
だ
け
は
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
抱
き
込
ま
れ
て
い
な
い
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か
ら
流
れ
出
る
。
そ
の
流
れ
が
腕
の
な
か
に
無
理
や
り
に
押
し
戻
さ
れ
る
と
き
、
人
々
は
苦
渋
の
表
情
を
浮
か
べ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、

現
代
の
難
民
の
肖
像
で
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
節

国
民
と
難
民

現
在
、
難
民
に
関
す
る
研
究
は
二
極
化
し
た
状
況
に
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
先
進
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
難
民
受
け
入
れ
に

関
す
る
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
各
国
の
庇
護
政
策
、
法
制
度
な
ど
の
比
較
研
究
が
主
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

他
方
で
、
発
展
途
上
世
界
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
難
民
に
関
す
る
研
究
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
紛
争
解
決
、
開
発

と
い
っ
た
研
究
分
野
と
の
密
接
な
関
わ
り
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
世
界
の
現
状
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
難
民
研
究
も
ま
た
、「
南
」

「
北
」
に
分
極
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
極
化
の
結
果
、
難
民
の
地
位
に
も
大
き
な
違
い
が
現
れ
て
き
て
い
る
。「
北
」に
ま
で
や
っ
て
来
る
こ
と
の
で
き
た
難
民
た
ち
は
、

人
権
を
保
障
さ
れ
る
べ
き
人
間
と
し
て
論
じ
ら
れ
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
多
く
の
場
合
「
北
」
に
や
っ
て
来

た
難
民
は
、
一
個
人
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
南
」に
と
ど
ま
っ
て
い
る
難
民
た
ち
は
、
生
存
維
持
と
い
う
意
味
で

の
生
物
学
的
な
人
間
と
し
て
論
じ
ら
れ
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
結
果
と
し
て
「
南
」
の
難
民
は
、
集
団
的
な
相
貌
と
な
る
。
こ
の

こ
と
を
国
際
法
的
な
法
分
野
で
区
分
け
す
る
な
ら
ば
、「
北
」
に
や
っ
て
来
た
難
民
に
は
国
際
人
権
法
が
適
用
さ
れ
、「
南
」
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
難
民
た
ち
に
は
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

26
）

い
る
。
同
じ
難
民
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の

存
在
の
あ
り
方
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
難
民
に
関
す
る
研
究
も
先
進
民
主
主
義
世
界
の
難
民
受

け
入
れ
政
策
に
関
す
る
研
究
と
、発
展
途
上
世
界
で
の
難
民
の
窮
状
に
関
す
る
研
究
と
に
分
岐
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
本
論
で
は
、
そ
う
し
た
分
断
さ
れ
た
状
況
を
認
識
し
つ
つ
も
、
南
北
問
題
に
回
収
さ
れ
な
い
存
在
論
的
議
論
を
展
開
し
て

い
き
た
い
と
思
う
。

二
つ
の
世
界
大
戦
に
よ
り
危
機
的
と
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
難
民
危
機
に
お
い
て
難
民
は
、
完
成
し
た
国
民
国
家
原
理
に
よ
っ
て
無

国
籍
者
、
あ
る
い
は
少
数
者
と
し
て
析
出
さ
れ
居
場
所
を
失
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
猛
威
が
そ
れ
を
急
進

化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
戦
後
の
難
民
レ
ジ
ー
ム
は
「
急
場
の
神
」
と
し
て
登
場
し
、
難
民
を
戦
後
の
国
家
｜
国
民
関
係
の

原
理
へ
と
回
収
し
て
い
く
。
そ
の
後
の
東
西
冷
戦
期
の
難
民
は
、
東
側
か
ら
西
側
へ
の
移
動
、
す
な
わ
ち
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
越
し

に
顕
在
化
し
て
く
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
民
族
で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
難
民
性
の
徴
表
と
な
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
難
民
危
機
は
政
治
的
関
心
を
色
濃
く
反
映
す
る
か
た
ち
で
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
は
ほ
ぼ
終
息
に
向
か
っ
て

27
）

い
た
。

一
方
で
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
発
展
途
上
世
界
に
お
け
る
新
し
い
難
民
危
機
が
発
生
し
て
き
て
い
た
。
そ
れ
が
、
今
現
在
に
ま
で
続

く
終
わ
り
の
見
え
な
い
危
機
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、明
ら
か
に
戦
後
の
難
民
レ
ジ
ー
ム
の
限
界
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

一
九
五
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
激
化
し
た
反
植
民
地
闘
争
、
そ
し
て
そ
の
後
の
独
立
闘
争
、
国
家
形
成
と
い
う
一
連
の
流
れ
の
中
で
、

ア
フ
リ
カ
大
陸
は
紛
争
の
嵐
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
植
民
地
主
義
の
遺
産
と
し
て
残
さ
れ
た
人
為
的
な
国
境
線
や
創
り
出

さ
れ
た
民
族
・
部
族
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
家
の
船
出
は
前
途
多
難
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
渦
中
か
ら

産
み
出
さ
れ
る
難
民
の
数
は
膨
大
な
も
の
と
な
り
、
逃
れ
出
た
隣
国
の
安
定
を
も
脅
か
す
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

現
状
に
対
処
す
べ
く
国
際
社
会
は
、
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
国
連
を
中
心
と
し
て
、
難
民
問
題
の
「
根
本
原
因ro

o
t ca

u
ses

」
の
解

決
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
の
難
民
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
二
つ
の
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
生
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

大
陸
で
の
難
民
と
は
違
っ
て
、
人
種
・
民
族
的
な
迫
害
の
対
象
と
し
て
難
民
化
し
た
の
で
は
な
く
、
国
家
形
成
に
失
敗
し
た
結
果
、

国
外
に
流
出
し
て
し
ま
っ
た
人
々
で
あ
る
と
み
な
さ

28
）

れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
き
ち
ん
と
し
た
国
家
形
成
が
な
さ
れ
れ
ば
、
人
々
は
難
民
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化
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
開
発
や
紛
争
解
決
と
い
う
分
野
と
難
民
援
助
と
い
う
分
野
と
が
密
接
に
関
わ
り

始
め
る
の
は
、
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ア
フ
リ
カ
の
国
家
形
成
に
積
極
的
に
関
与
し
、
紛
争
管
理
を
指
導
す
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
「
国
際
社
会
」
が

登
場
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
前
節
で
論
じ
た
ト
ー
ペ
イ
の
表
現
を
借
り
て
く
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
難
民
危
機
と
は
、

国
家
が
抱・
き・
込・
み・
た・
く・
な・
い・
人
々
が
無
理
や
り
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
無
国
籍
者＝

難
民
と
な
っ
た
結
果
起
こ
っ
た
危
機
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
お
い
て
進
行
し
て
い
る
難
民
危
機
と
は
、
国
家
が
抱・
き・
込・
ま・
な・
く・
て・
は・
な・
ら・
な・
い・
の・
に・
抱・
き・

込・
む・
こ・
と・
が・
で・
き・
な・
い・
人
々
が
難
民
化
し
た
結
果
引
き
起
こ
さ
れ
た
危
機
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
と

き
、
国
家
に
代
わ
っ
て
難
民
を
抱
き
込
み
保
護
し
て
い
る
の
が
「
国
際
社
会
」
で
あ
る
。

し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
膨
大
な
数
の
有
象
無
象
の
難
民
と
い
う
存
在
は
、
国
際
社
会
に
と
っ
て
は
「
安
定
」
を
脅
か
す

脅
威
で
し
か
な
い
。内
戦
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
状
況
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
難
民
の
流
れ
は
、自
国
内
か
隣
国
国
境
付
近
の
難
民
キ
ャ

ン
プ
で
足
止
め
に
さ
れ
る
。
自
由
に
動
き
回
ら
れ
る
と
戦
火
が
拡
大
し
て
し
ま
う
怖
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
と
き
国
際
社
会
に
は
、

難
民
を
庇
護
し
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
意
志
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
難
民
と
は
不
安
定
の
象
徴
に
過
ぎ
ず
、
出
身
国
で
の
安

定
が
回
復
し
た
と
み
な
さ
れ
た
な
ら
、
す
ぐ
に
で
も
送
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厄
介
者
で
し
か
な
い
の
だ
。
国
際
社
会
が
得

意
満
面
に
達
成
し
た
「
人
道
的
保
護
」
と
「
安
定
」
と
い
う
成
果
。
し
か
し
そ
れ
は
、
難
民
自
身
に
と
っ
て
の
事
態
の
成
り
行
き
と

は
ほ
と
ん
ど
関
係
の
な
い
世
界
の
話
だ
。

居
場
所
を
失
い
逃
げ
惑
う
。
そ
の
逃
避
行
が
突
然
遮
ら
れ
、
集
団
で
キ
ャ
ン
プ
に
収

容
さ
れ
、
移
動
の
自
由
は
奪
わ
れ
る
。
援
助
物
資
で
養
わ
れ
つ
つ
も
、
世
界
へ
の
関
与
は
、
安
定
を
脅
か
す
と
い
う
理
由
か
ら
拒
ま

れ
た
ま
ま
だ
。
事
態
の
終
息
を
ひ
た
す
ら
待
ち
続
け
る
し
か
な
い
。
そ
れ
が
明
日
な
の
か
十
年
先
な
の
か
、
誰
も
知
ら
な
い
。
何
も

始
ま
ら
な
い
、
何
も
起
こ
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
突
然
告
げ
ら
れ
る
、
こ
こ
は
も
う
お
前
た
ち
の
居
場
所
で
は
な
い
。
帰
り
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道
は
一
本
道
だ
。
こ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
こ
こ
で
生
き
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
｜
｜

世
界
へ
の
関
与
を
拒
ま
れ
た
難
民
の
姿
と
い
う
の
は
、
今
も
昔
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
第
一
次
大
戦
後
に
発
生
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

難
民
の
存
在
の
政
治
的
次
元
に
着
目
し
、
そ
れ
を
自
身
の
政
治
思
想
の
出
発
点
と
し
た
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て

29
）

い
る
。

「
迫
害
者
に
よ
っ
て
人
間
の
屑
と
し
て
国
外
に
放
逐
さ
れ
た
者
は
誰
で
あ
ろ
う
と
｜
ユ
ダ
ヤ
人
、
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
、
そ
の
他
も
ろ

も
ろ
｜
ど
こ
で
も
や
は
り
人
間
の
屑
と
し
て
扱
わ
れ
、
迫
害
者
が
望
ま
し
く
な
い
厄
介
者
だ
と
宣
告
し
た
人
間
は
ど
こ
に
逃
れ
よ

う
と
厄
介
者
の
外
国
人
と
看
做
さ

30
）

れ
た
。」

ア
レ
ン
ト
の
論
じ
た
よ
う
に
、
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
居
場
所
を
失
っ
た
者
は
、
居
場
所
を
持
た
な
い
と
い
う
ま
さ
に
そ

の
理
由
に
よ
り
、
不
自
然
な
ほ
ど
そ
の
存
在
が
際
立
つ
。
居
場
所
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
領
域
に

お
い
て
市
民
と
し
て
行
為
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
民
国
家
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
国
民
が
そ
の
よ
う
な
政
治

的
市
民
で
あ
る
の
だ
。
政
治
的
市
民
は
、
個
別
的
な
相
違
や
不
平
等
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
。
人
民
主
権
の
原
理
に
よ
り
市
民
と
な
っ

た
国
民
は
、
平
等
な
顔
な
き
存
在
と
な
っ
た
の
だ
。

そ
の
と
き
、
そ
の
よ
う
な
諸
国
民
に
取
り
囲
ま
れ
る
難
民
た
ち
は
、
醜
悪
な
顔
を
し
て
い
る
。
市
民
と
し
て
政
治
的
舞
台
に
登
場

す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
無
作
法
に
思
わ
れ
る
。
と
て
も
平
等
に
遇
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
の
存
在
は
、「
殺
人
の
挑
発
に
等

し
い
」
と
ア
レ
ン
ト
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
世
界
に
対
し
て
法
的
に
も
社
会
的
に
も
政
治
的
に
も
関
係
を
持
た
な
い
人
間
の

死
は
、
生
き
残
っ
た
者
に
と
っ
て
は
何
ら
の
影
響
も
残
さ
な
い
」
か

31
）

ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
の
論
じ
た
難
民
の
姿
は
非
常
に
目
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
先
に
論
じ
た
よ
う
な

現
代
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
多
く
の
難
民
の
姿
と
い
う
の
は
、
非
常
に
見
え
づ
ら
い
ま
ま
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
両
者
は
確
か
に
似
通
っ
て
い
る
。
両
者
は
ど
ち
ら
も
余
計
者
で
あ
り
、
政
治
は
い
つ
も
両
者
の
外
側
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ど

ち
ら
も
決
し
て
当
事
者
た
り
え
な
い
。

難
民
と
い
う
存
在
に
は
、
運
命
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
ふ
さ
わ
し
い
。
自
分
た
ち
の
意
志
と
は
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
事
態
は
進

行
し
て
い
る
。
そ
れ
に
左
右
さ
れ
続
け
る
。
し
か
し
、
難
民
と
し
て
の
運
命
と
は
、
い
っ
た
い
い
つ
始
ま
っ
た
も
の
な
の
か
。
迫
害

や
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
き
な
の
か
、
逃
亡
先
に
お
い
て
な
の
か
。
運
命
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
た
は
ず
が
、
い
つ
の
間
に
か
運
命

を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
運
命
と
は
本
来
、
実
現
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
再
出
発
が
許
さ
れ
な
い
こ

と

難
民
で
あ
る
こ
と
が
、
人
間
の
生
に
与
え
る
最
も
深
刻
な
事
実
は
そ
こ
に
あ
る
。

１
）

本
稿
は
、
社
会
思
想
史
学
会
第
三
一
回
大
会
（
二
〇
〇
六
年
十
月
二
十
二
日
）
で
の
自
由
論
題
報
告
に
基
づ
く
。

２
）

T
o
rp
ey
,
T
h
e In

ven
tion

 
of th

e P
assport:

S
u
rveillan

ce,
C
itizen

sh
ip,

an
d
 
th
e S

tate.
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv P

r.
1999.

３
）

S
h
a
ck
n
o
v
e

も
ま
た
、
難
民
性
が
国
家
｜
国
民
関
係
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
概
念
的
に
言
え
ば
、
し
か
し
な
が
ら
、
難
民
性
と
移
動
と
は
関
連
が
な
い
。
難
民
性
と
は
、
出
郷
者
と
そ
の
出
身
地
と
の
領
域
的
な

関
係
性
で
は
な
く
、
国
民
と
国
家
と
の
間
の
も
っ
ぱ
ら
政
治
的
な
関
係
性
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
難
民
性
と
は
、
保
護
さ
れ
て
い
な
い

無
国
籍
状
態
の
一
形
態
で
あ
る
。」

“W
h
o is a R

efu
g
ee?”

E
th
ics.

V
o
l.
95,

N
o
. 2
(Ja

n
.,
1985),

p
. 283.

４
）

K
y
m
lick

a
,
M
u
lticu

ltu
ral C

itizen
sh
ip,

1996.
O
x
fo
rd U

n
iv P

r.
p
. 99.

５
）

ア
フ
リ
カ
の
紛
争
状
況
か
ら
紛
争
へ
の
介
入
の
原
理
を
導
く
た
め
に
、
Ｆ
・
デ
ン
ら
は
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
と
い
う
概
念
と
し

て
の
主
権
概
念
の
変
容
を
強
調
し
て
い
る
。
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D
en
g
,
K
im
a
ro
,
L
y
o
n
s,
R
o
th
ch
ild
,
a
n
d Z

a
rtm

a
n S

overeign
ty as R

espon
sibility:

C
on
flict M

an
agem

en
t in

 
A
frica..

B
ro
o
k
in
g
s In

stitu
tio
n
.
1996.

６
）

G
lobal M

igran
ts,

G
lobal R

efu
gees:

P
roblem

s an
d
 
S
olu
tion

s.
E
d
ited

 
b
y
 
A
ristid

e Z
o
lb
erg

 
a
n
d
 
P
eter B

en
d
a

 
B
erg

h
a
h
n B

o
o
k
.
2001.

小
泉
康
一
『
国
際
強
制
移
動
の
政
治
社
会
学
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
第
一
章
五
節
を
参
照
。

７
）

Ｈ
・
ア
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
源
』
第
二
巻
「
帝
国
主
義
」
大
島
通
義
・
大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年
（
二
三

九
頁
）。

８
）

ノ
ン
・
ル
フ
ル
マ
ン
原
則
も
ま
た
、
人
権
擁
護
的
観
点
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
原
理
的
に
移
送
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
視
点
か

ら
再
考
し
て
み
る
こ
と
も
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
。

９
）

Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
『
性
の
歴
史
Ⅰ

知
へ
の
意
志
』
渡
辺
守
章
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
（
一
七
五
頁
、
傍
点
は
原
文
）。

10
）

代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、M
ich
el M

a
rru

s,
T
h
e
 
U
n
w
an
ted
:
E
u
ropean

 
R
efu
gees

 
from

 
th
e
 
F
irst

 
W
orld

 
W
ar

 
T
h
rou

gh
 
th
e
 
C
old

 
W
ar.

O
x
fo
rd
 
U
n
iv
ersity

.
2002,

C
la
u
d
en
a
 
S
k
ra
n
,
R
efu
gees

 
in
 
In
ter-W

ar
 
E
u
rope:

T
h
e

 
E
m
ergen

ce of a R
egim

e.
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress. 1995

な
ど
が
あ
る
。

11
）

ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
化
と
い
う
現
象
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
米
大
統
領
が
打
ち
出
し

た
民
族
自
決
の
原
則
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
台
頭
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
国
民
国
家
化
に
よ
っ
て
帝
国
崩
壊
後
の
空
𨻶
を
埋
め
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
同
時
期
の
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
を
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
自
由
主
義
陣
営
の
思
惑
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

T
h
e A

ge of E
xtrem

e
－
A
 
H
istory of th

e
 
W
orld

 
1
9
1
4
-1
9
9
1
.V
in
ta
g
e B

o
o
k
s.
1996,

p
. 31

『
２
０
世
紀
の
歴
史

極
端

な
時
代
』
河
合
秀
和
訳
、
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
﹇
上
巻
、
四
六
頁
﹈）

12
）

A
.
Z
o
lb
erg

,
“T
h
e F

o
rm
a
tio
n o

f N
ew
 
S
ta
tes a

s a R
efu

g
ee-G

en
era

tin
g P

ro
cess”

T
h
e A

n
n
als of th

e A
m
erican
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A
cad

em
y.
467,

1983,
M
a
y
,
p
. 24-38.

13
）

Z
o
lb
erg

,
S
u
h
rk
e,
a
n
d
 
A
g
u
a
y
o
,
E
scape

 
from

 
V
iolen

ce:
C
on
flict an

d
 
th
e
 
R
efu
gee

 
C
risis in

 
th
e
 
D
evelopin

g
 

W
orld

.
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress.
1989,

p
. 7.

14
）

「
伝
統
的
国
家
」
か
ら
「
絶
対
主
義
国
家
」
へ
の
変
化
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
Ａ
・
ギ
デ
ン
ズ
『
国
民
国
家
と
暴
力
』（
松
尾
精
文
・

小
幡
正
敏
訳
、
而
立
書
房
、
一
九
九
九
年
）
二
章
か
ら
四
章
に
詳
し
い
。

「
封
建
国
家
シ
ス
テ
ム
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
点
在
す
る
公
国
の
多
く
は
、
規
模
が
小
さ
か
っ
た
。
こ
う
し
た
公
国
間
の
関
係
は
、

そ
れ
が
平
和
裡
に
形
成
さ
れ
た
に
せ
よ
戦
争
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
に
せ
よ
、
も
っ
ぱ
ら
支
配
階
級
同
士
の
関
係
で
あ
り
、
階
級
分
断

社
会
の
場
合
と
同
じ
く
、
残
り
の
住
民
の
文
化
や
活
動
か
ら
は
遊
離
し
て
い
た
。
絶
対
主
義
の
も
と
で
、
大
多
数
の
従
属
住
民
は
以
前

と
ほ
ぼ
同
じ
暮
ら
し
を
つ
づ
け
て
い
た
と
は
い
え
、
国
家
は
、
多
分
に
『
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
』
の
特
徴
を
示
し
は
じ
め
た
。
国
家
に
よ
る

国
内
の
地
固
め
は
、
領
土
の
形
状
を
よ
り
一
層
明
確
に
強
調
す
る
一
因
に
な
り
、
ま
さ
に
こ
の
絶
対
主
義
の
時
代
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
国
家
の
境
界
線
を
変
更
し
て
い
っ
た
。」（
一
〇
四
頁
）。

15
）

萱
野
稔
人
『
国
家
と
は
な
に
か
』
以
文
社
、
二
〇
〇
五
年
（
一
七
八
頁
）。

16
）

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヘ
ル
ド
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
世
界
秩
序
｜
地
球
市
民
の
政
治
学
｜
』
佐
々
木
寛
ほ
か
訳
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇

二
年
（
一
六
三
｜
四
頁
）

17
）

難
民
研
究
に
限
ら
ず
、
移
民
研
究
の
中
で
も
例
え
ば
ホ
リ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
一
九
一
四
年
を
国
際
移
民
の
性
格
が
決
定
的
に
変
質
し

た
転
機
で
あ
る
と
み
な
す
。
そ
れ
以
前
の
人
の
移
動
は
、
植
民
地
化
の
力
学
や
経
済
的
・
人
口
統
計
学
的
諸
力
の
押
し
引
き
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
一
四
年
を
境
に
国
際
移
民
は
政
治
化
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
政
治
化
の
結
果
、
一
九
三
〇
｜
四
〇

年
代
ご
ろ
か
ら
、
国
境
を
越
え
て
移
動
す
る
人
々
の
権
利
保
障
と
い
う
新
し
い
課
題
が
、
国
際
移
民
と
い
う
現
象
に
お
い
て
提
起
さ
れ
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
場
の
諸
力
（
供
給
｜
プ
ッ
シ
ュ
、
需
要
｜
プ
ル
）
が
、
国
際
移
民
を
駆
り
立
て
る
支
配
的
な
力
で
あ
っ
た
十
八

｜
十
九
世
紀
の
比
較
的
開
放
的
な
移
民
体
制
に
、
以
後
国
家
が
立
ち
戻
る
こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
ホ
リ
フ
ィ
ー
ル
ド
は

論
じ
て
い
る
。

J.
H
o
llifield

,
“
T
h
e E

m
erg

in
g M

ig
ra
tio
n S

ta
te”

JC
A
S S

y
m
p
o
siu
m
 
S
eries N

o
. 22

P
o
p
u
la
tio
n M

o
v
em
en
t in th

e
 

M
o
d
ern W

o
rld

Ⅹ
.
M
otion

 
in
 
P
lace,

P
lace in

 
M
otion

:
2
1

C
en
tu
ry
 
M
igration

.
ed
ited b

y T
o
sh
io
,
Iy
o
ta
n
i a
n
d

 
M
a
sa
k
o
,
Ish
ii.

18
）

T
h
e In

ven
tion

 
of th

e P
assport.

p
. 11.

19
）

Ib
id
.,
p
. 88.

20
）

「
十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
古
い
概
念
で
あ
る
『
臣
民
（su

b
ject

）』
が
、
新
し
い
概
念
で
あ
る
『
市
民
（citizen

）』
に
置
き
換
え
ら

れ
た
。
つ
い
で
、
こ
れ
は
国
家
と
そ
の
構
成
員
の
関
係
に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
を
示
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
新
し
い
種
類
の
国
家
が
出

現
し
、
国
籍
が
以
前
の
よ
う
に
個
人
と
君
主
の
個
人
的
関
係
を
意
味
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
代
わ
り

に
、
国
籍
は
国
家
自
体
と
の
一
般
的
で
抽
象
的
な
関
係
、
つ
ま
り
権
利
と
義
務
と
を
規
定
す
る
特
殊
な
必
須
の
構
成
員
資
格
を
示
す
こ

と
に
な
っ
た
。」
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ン
マ
ー
『
永
住
市
民
と
国
民
国
家
｜
定
住
外
国
人
の
政
治
参
加
』
近
藤
敦
訳
、
明
石
書
店
、
一
九
九
九

年
（
七
五
｜
六
頁
）

21
）

T
h
e In

ven
tion

 
of th

e P
assport.

p
. 121.

22
）

Ib
id
.,
p
. 20.

23
）

Ib
id
.,
p
. 164.

24
）

同
上
。
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25
）

Ib
id
.,
p
. 166.

26
）

内
戦
な
ど
の
危
機
的
な
紛
争
状
況
に
お
い
て
は
、
国
際
人
権
法
の
効
力
が
停
止
し
、
国
際
人
道
法
の
適
用
が
は
じ
ま
る
と
い
う
、
そ

う
し
た
国
際
法
区
分
に
関
し
て
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
の
が
、
阿
部
浩
己「
新
た
な
人
道
主
義
の
相
貌
｜
国
内
避
難
民
の
法
と
政
治
」

『
国
内
避
難
民
と
国
際
法
』
島
田
征
夫
編
著
、
第
五
章
、
信
山
社
、
二
〇
〇
五
年
。

27
）

T
h
e U

n
w
an
ted
:
E
u
ropean

 
R
efu
gees from

 
th
e F

irst
 
W
orld

 
W
ar T

h
rou

gh th
e C

old
 
W
ar.

p
. 370.

28
）

デ
ン
ら
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
果
た
す
べ
き
最
低
限
の
役
割
と
は
、
紛
争
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
に
あ
る
。
紛

争
を
「
通
常
の
政
治
レ
ベ
ル
」
で
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
暴
力
的
な
事
態
へ
と
発
展
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
国
家
は
、
国
家
と
し

て
の
充
分
な
能
力
を
備
え
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
国
家
形
成
に
失
敗
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
議
論
に
よ
っ

て
、
デ
ン
ら
は
、
国
際
社
会
に
よ
る
介
入
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。Sovereign

ty as R
espon

sibility:
C
on
flict M

an
agem

en
t

 
in
 
A
frica..

注
５
を
参
照
せ
よ
）。

29
）

ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
家
と
し
て
の
始
ま
り
を
難
民
の
存
在
論
に
求
め
た
論
考
と
し
て
は
、
拙
稿
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
は
い
つ
政

治
思
想
家
と
な
っ
た
の
か
」『
情
況
』
二
〇
〇
五
年
七
月
号
を
参
照
。

30
）

Ｈ
・
ア
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
源
』
第
二
巻
、
二
三
九
頁
。

31
）

前
掲
書
、
二
八
九
頁
。

﹇
二
〇
〇
七
年
二
月
十
四
日
の
審
査
を
経
て
、
同
年
五
月
十
六
日
掲
載
決
定
﹈

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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