
外
国
人
と
う
わ
さ

緊
急
時
の
場
合
に
注
目
し
て

ダ

ニ
エ
ル

・
ロ
ン
グ

「
劃
副
罰
「

本
稿
で
は
、
う
わ
さ
と
外
国
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

日
本
で
は
、
外
国
人
と
う
わ
さ
と
言
え
ば
、
多
く
の
人
が
思
い
出
す

の
は
、　
一
九
二
三
年
九
月

一
日
の
関
東
大
震
災
の
直
後
に
広
ま
っ

た
「朝
鮮
人
が
攻
め
て
く
る
。
井
戸
に
毒
を
投
げ
入
れ
る
」
と
い
う

う
わ
さ
で
あ
る
（奥
山
二
九
人
○
¨
四
人
）。
こ
の
う
わ
さ
は
全
く
根

拠
の
な
い
も
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
が
流
れ
た
結
果
、
数
千
人
の
朝

鮮
人

（お
よ
び
朝
鮮
人
と
間
違
わ
れ
た
中
国
人
や
日
本
人
）
が
殺
さ
れ
た
と

い
う

（南

一
九
八
五
¨
Ⅶ
、
仁
木
一
九
九
一
）。

「う
わ
さ
」
と

「流
言
」
を
同
義
語
と
す
る
学
者
は
多
い
が
、
社

会
学
で
は
、
デ

マ
と
流
言
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
「デ

マ
は
、
意
図

的
に
流
す
虚
偽
の
情
報
、
そ
れ
に
対
し
て
、
流
言
や
う
わ
さ
は
意
図

的
で
は
な
い
情
報
で
、
必
ず
し
も
う
そ
と
は
限
ら
な
い
。
」
（奥
山

一
九
人
○
¨
四
さ

ま
た
、
民
俗
学
で
は

「都
市
伝
説
■
英
三ｍ
２
３
８

●
器
ａ

の
訳
）
と
い
う
用
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ス
ト
リ
ー
性
の
あ

る
う
わ
さ
で
、
登
場
人
物
が
い
て
、
物
語
の
始
ま
り
と
終
わ
り
が
あ

′つ
（●
Ｅ
口
ｏ「
Ｐ００ω
卜̈
，い
）。

な
お
、
本
稿
で
は
、
「外
国
人
」
と
い
う
範
ち
ゆ
う
を
も
う
少
し
広

げ
て
、
「国
籍
の
違
う
人
」
だ
け
で
な
く
、
同
じ
国
籍
を
持

つ
違
う

民
族

■

ス
ニ
ッ
ク
集
団
）
の
場
合
に
つ
い
て
も
少
し
考
察
し
た
い
と

思
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
場
合
に
は
、
幾

つ
か
の
共
通
点
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
上
の
二
つ
の
概
念
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
四
つ
の
接
点
が
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考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
Ａ
外
国
人
と
う
わ
さ
、
Ｂ
う
わ
さ
と
緊
急

時
、
Ｃ
緊
急
時
と
外
国
人
、
Ｄ
外
国
人
と
う
わ
さ
と
緊
急
時
、
で
あ

る
。
な
お
、
Ｃ
の
問
題
は
ロ
ン
グ
８
８
で
既
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
、
お
よ
び
三
つ
の
課
題
が
接
点
を

持
つ
Ｄ
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

な
ぜ

「う
わ
さ
」
と

「外
国
人
」
と

「緊
急
時
」
と
い
う
二
つ
の

要
因
は
つ
な
が
つ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
相
関
関
係

で
考
え
ら
れ
る
。
緊
急
時
に
は
情
報
の
要
求
が
高
ま
る
。
し
か
し
、

要
求
が
高
ま
る

一
方
、
情
報
が
不
足
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
情

報
の
真
空
管
状
態
が
生
じ
、
そ
の
空
白
を
埋
め
よ
う
と
、
影
響
を
受

け
て
い
る
人
々
が
憶
測
や
想
像

へ
と
走
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
「う
わ
さ
」
と
は
人
か
ら
人

へ
と
流
れ
た
結
果

Ｐ
，
わ
さ
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
最
初
は
単
に
頭
の
中
で
考

え
出
さ
れ
た
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
憶
測
を
他
人
に
漏
ら
す
と
、

そ
れ
は

「人
か
ら
聞
い
た
話
」
と
な
り
、
（聞
い
た
人
に
と
っ
て
じ

一

段
と
現
実
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
意
図
的
に
流
さ
れ

た
う
そ

会
ア
こ

も
存
在
す
る
が
、　
一
度
流
れ
て
し
ま

っ
た
デ

マ
は

他
の
単
な
る
う
わ
さ
と
同

一
の
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
う
わ

さ
を
伝
え
た
人
間
全
員
は
そ
の
話
を
意
図
的
に
作
っ
た
と
は
考
え

な
い
。
彼
ら
に
と
つ
て
、
話
の
内
容
は
事
実
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を

流
し
た
人
が
意
図
的
に
作
っ
た
か
ど
う
か
を
判
別
す
る
こ
と
も
な

い
。
奥
山
が
こ
れ
に
つ
い
て
、
「ど
ち
ら
に
し
て
も
受
け
手
に
と
つ

て
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
あ
と
に
な
っ
て
『あ
れ
は
デ

マ
だ

っ

た
の
か
』
と
知
る
わ
け
で
あ
る
。
」
（奥
山
・
一
九
人
○
¨
四
人
）

緊
急
事
態
が
深
刻
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
巻
き
込

ま
れ
て
い
る
人
々
が
不
安
や
恐
怖
を
覚
え
れ
ば
覚
え
る
ほ
ど
、
う

わ
さ
が
広
ま
る
。
次
の
公
式
を
見
よ
う
。

”
―
¨
×
”
　
う
わ
さ
の
流
布
量

（Ｒ
）
は
当
事
者
に
対
す
る

問
題
の
重
要
さ
（
↓

と
、
そ
の
論
題
に
つ
い
て
の
証
拠
の

あ
い
ま
い
さ

（
ι

と
の
積
に
比
例
す
る
。
重
要
さ
と
あ
い

ま
い
さ
は
加
え
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
か
け
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
重
要
さ
か
、
あ
い
ま
い
さ
か
、

ど
ち
ら
か

一
方
が
零
な
ら
ば
、
う
わ
さ
に
な
ら
な
い
か
ら

うわさ緊急時

外国人
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で
あ
る
。

こ
れ
は
、
う
わ
さ
研
究
の
古
典
的
な
書
物
と
な
つ
て
い
る

『デ

マ
の
心
理
学
』
の
中
で
オ
ル
ポ
ー
ト
と
ポ
ス
ト
マ
ン
が
提
唱
し
た

公
式
で
あ
る
（と
督
ユ
営
１
９
ｇ
ｏユ
程
ヽ
８̈
お
じ
。
シ
ブ
タ
ニ
に
よ
る

と
そ
の
正
確
さ
は
試
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
広
く
用
い
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
０
〓
σ‘●
■
８
８
鸞̈
）。

日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
社
会
学
者
タ
モ
ツ
・
シ
ブ
タ
ニ
の
う
わ
さ

に
関
す
る
著
書
は
Ｆ
〕唱
）く
一ｏ８
ｚ
９
８
、　
つ
ま
り

「
一
時
の
間
に
合

わ
せ
に
作
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
」と
い
う
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
、
彼
は
、
う
わ
さ
が
情
報
の
不
足
に
よ
つ
て
発
生
す
る
も
の
だ

と
し
て
い
る
。
「行
動
が
十
分
な
情
報
の
不
足
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ

た
場
合
、
欲
求
不
満
を
感
じ
た
人
達
は
、
そ
れ
を
把
握
す
る
た
め
、

［断
片
的
な
情
報
の
］
繋
ぎ
合
わ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
う
わ

さ
は
、
空
自
を
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
際
に
生
じ
る
集
団
的
作
用

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
う
わ
さ
は
病
理
的
行
為
ど
こ
ろ
か
、
人
間
が

人
生
の
急
迫
し
た
事
情
に
対
処
し
よ
テ
と
す
る
努
力
に
よ
る
も
の

だ
」
の
コ̈
σＦ
営
〓
８

，
Ｓ
）。

以
上

「緊
急
時
」
と

フ
リ
わ
さ
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
見

て
き
た
が
、
「外
国
人
」
と
い
う
要
因
は
な
ぜ
か
か
わ
っ
て
く
る
の

だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
①
外
国
人
が
う
わ
さ
の
対
象
に
な
っ
た
場

〈口、
②
外
国
人
の
間
で
、
そ
の
ホ
ス
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
に
つ
い

て
の
う
わ
さ
が
流
れ
た
場
合
、③
同
じ
う
わ
さ
で
も
、
外
国
人
コ

ミ
ュ
ニ
テ
イ
に
対
す
る
影
響
と
ホ
ス
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
そ
れ
が

ど
う
違
う
の
か
、
と
い
う
三
つ
の
場
合
を
考
察
す
る
。

「

劃

別

冽

引

馴

引

創

引

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
関
東
大
震
災
が
発
生
し
て
、
翌
日
の
九

月
二
日
に
は
関
東
地
方
各
地
で
朝
鮮
人
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
悪

質
な
う
わ
さ
が
流
れ
た
。
内
容
と
し
て
は
、
「朝
鮮
人
が
攻
め
て
く

る
。
井
戸
に
毒
を
投
げ
入
れ
る
■
奥
山
二

九
八
〇
¨
四
人
）、
「党
を

組
ん
で
盗
難
を
始
め
た
」、
あ
る
い
は

「朝
鮮
人
暴
動
」
と
い
う
さ

ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
た

（南
・
一
九
人
五
一
Ⅶ
，
四
九
し
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
関
東
各
地
で
自
警
団
が
組
織
さ
れ
七
〇
〇
〇
人
以
上
の

朝
鮮
人
が
虐
殺
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

（姜

徳
相
、
琴
乗
洞
　
一

九
六
三
、
高
柳

俊
男
。
一
九
八
三
）。

日
本
人
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
虐
殺
の
こ
と
を
詳
し
く
取

り
上
げ
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
世
界
各
地

で
、
災
害
の
後
に
外
国
人
や
異
民
族
を
同
じ
よ
う
に
犯
人
と
決
め

付
け
る
う
わ
さ
が
数
多
く
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
見
て
み
た
い
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
腺
ペ
ス
ト
が
大
流
行
し
た
直
後
、
そ
の
原

因
は
井
戸
に
毒
を
ま
こ
う
と
し
た
ュ
ダ
ャ
人
た
ち
に
よ
る
陰
謀
だ

と
す
る
う
わ
さ
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
は
、
南
フ
ラ
ン
ス
で
一
三
四
人

年
に
初
め
て
報
告
さ
れ
、
た
っ
た
二
年
間
で
コ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
全
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喘
で
に

各
里
さ

ら
ダ
に

つ

こ
た

（９
一ｄ
ｃ
●
Ｌ

】
０
０
９

Ｈ
ｏ
Ｏ

。
　
同
、
し
■
ｒ

，

に
ヽ
、

　
折
従
ヽ

．ｔ

の
キ
リ
ス
ト
教
中
心
の
コ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
異
教
徒
で
あ
っ
た
に

ユ
ダ
ヤ
人
、
あ
る
い
ジ
プ
シ
ー
た
ち
に
関
す
る
悪
質
な
う
わ
さ
が

昔
か
ら
繰
り
返
し
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る

Ｏ
Ｅ
Ｏｏｌ
ｏｏじ
。

し
か
し
、
時
代
と
場
所
が
変
わ
れ
ば
、
多
数
派
と
少
数
派
の
立
場

が
逆
転
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
誕
生
し
た
直
後
は
、
キ
リ
ス
訃
隊

者
た
ち
こ
そ
差
別
を
受
け
た
少
数
派
で
あ
っ
た
。
紀
元
一

の
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
、
ロ
ー
マ
の
街
で
火
災
が
発
生
し
、
六
日
間
燃

え
続
け
て
、
町
中
が
灰
と
化
し
た
と
い
・２

当
初
、
こ
の
火
事
は
ネ

ロ
帝
三
が
自
ら
や
つ
た
と
い
う
う
ゎ
さ
が
流
れ
た
が
、
自
分
に
対

す
る
国
民
の
怒
り
を
避
け
る
た
め
に
、
ネ
ロ
は
キ
リ
ス
ト
教
信
者

た
ち
が
こ
の
火
を
つ
け
た
と
い
，ス
ア
マ
を
流
し
た
。
そ
の
結
果
、
数

多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
殺
さ
れ
た
。
彼
ら
は
十
字
架
に
か
け

ら
れ
た
り
、
獣
の
毛
皮
に
縫
い
閉
じ
込
め
ら
れ
て
猛
大
に
殺
さ
れ

た
り
、
牡
牛
に
ひ
も
で
つ
な
が
れ
て
引
き
連
れ
回
さ
れ
た
り
、
焼
死

さ
せ
ら
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
残
酷
な
目
に
遭

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

ｏ
る
０
３
〓２
８
８

ら̈
，，じ
。

し
か
し
、
差
別
の
原
因
と
な
る
の
は
、
宗
教
の
違
い
だ
け
で
は
な

い
。
近
代
の
北
米
大
陸
で
は
、
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
系
以
外
の
移

民
・住
民
は
た
び
た
び
差
別
の
対
象
に
な

つ
て
い
た
が
、
生
と
死
を

分
け
る
災
害
に
は
、
日
ご
ろ
消
極
的
に
な

つ
て
い
た
差
別
的
感
情

が
表
面
化
し
、
限
り
な
く
人
を
暴
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

一
人
七

一
年
に
ア
メ
リ
ヵ
の
シ
ガ
コ
市
で
火
事
が
発
生
し
た
。

ア
メ
リ
ヵ
史
上
最
大
の
火
災
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
三

一
時

間
燃
え
続
き
、　
一
〇
万
人
以
上
が
そ
れ
か
ら
逃
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
オ
リ
ア
リ
ー
婦
人
が
牛
の
乳
絞
り
を
や
っ
て
い
る
と

き
に
、
牛
が
灯
油
ラ
ン
プ
を
蹴
り
倒
し
た
こ
と
が
火
事
の
原
因
だ

と
い
う
う
わ
さ
が
広
ま
り
、
以
来
、
こ
れ
が
伝
説
と
な
つ
て
い
る
。

後
に
、
オ
リ
ア
リ
ー
家
の
家
畜
小
屋
か
ら
火
が
広
ま
っ
た
の
は
、
事

実
で
あ
る
こ
と
が
判
明
さ
れ
た
が
、　
一
家
が
眠
り
に
つ
い
た
後
の

こ
と
で
、
行
為
的
に
火
を
つ
け
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
過
失
も
な

か
つ
た
。
し
か
し
、
ォ
リ
ア
リ
ー
家
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
で
、

ド
イ
ツ
や
北
欧
の
移
民
と
同
様
、
他
の
市
民
か
ら
軽
蔑
さ
れ
て
い

た
。
新
聞
記
事
は
、　
一
般
市
民
が
す
ぐ
に
移
民
街
だ
と
分
か
る
路
の

名
前
を
具
体
的
に
挙
げ
な
が
ら
、
火
災
は
「高
潔
な
市
民
に
と
っ
て

未
知
の
世
界
で
あ
る
あ
の
辺
の
不
潔
な
路
地
」
か
ら
起
こ
っ
た
と

大
々
的
に
、
か
つ
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
伝
え
て
い
た
（
く
日
〓
く

【
り
０
０
¨
Ｐ
Ｐ
・ω
Ｈ
ヽ
ＰＮ
卜
，Ｐω
Ｏ
）
。

一
九

一
六
年
に
、
カ
ナ
グ
の
国
会
議
事
堂
が
火
事
に
な
つ
た
。
当

時
は
第

一
次
世
界
大
戦
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
、
こ
の
火
事
は
放
火

に
よ
る
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
が
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
す
ぐ

に
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
犯
行
だ
と
い
う
う
わ
さ
が
広
ま
り
、

こ
の
訴
え
が
新
聞
の
見
出
し
に
ま
で
登
場
し
た
。
カ
ナ
ダ
の
防
衛

大
臣
が
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
陰
謀
の
う
わ
さ
を
新
聞
で
猛
烈
に
批
判
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し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
在
住
の
ド
イ
ツ
人
や
ド
イ
ツ
系

の
カ
ナ
ダ
人
が
次
々
と
瞥
祭
に
呼
び
出
さ
れ
、
聴
取
を
受
け
た
。
し

か
し
、
火
災
に
関
す
る
証
拠
を
分
析
し
た
結
果
、
原
因
は
失
火
だ
Ｌ

断
定
さ
れ
た
２
ば
イ”計
８
８
３
ｏ
，３
）。

と
こ
ろ
で
、
阪
神
大
震
災
は
、
関
東
大
震
災
の
よ
う
に
さ
ら
な
る

悲
劇
を
生
む
悪
質
な
う
わ
さ
は
ほ
と
ん
ど
な
か
つ
た
。
し
か
し
、

「う
わ
さ
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
見
方
自
体
が

一
種
の
う
わ
さ
と
指

摘
す
る
研
究
者
も
い
る
。
関
西
学
院
大
学
の
津
金
沢
聡
広
の
調
査

に
よ
る
と
、
震
災
後
の
情
報
不
足
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
う
わ
さ
が

飛
び
交
っ
た
と
主
張
し
て
い
る

（り
話
営
ｏ∽営
１
０８

目̈
じ
。

『
朝
日
新
聞
』
の
人
欄
記
事

（
一
九
九
二
年
一
月
一モ
日
付
け
の
朝
刊
、

３
頁
）
は
、
「デ
マ

被
災
地
走
る
」
と
報
道
し
た
。
そ
の
中
で
、
「外

国
人
が
窃
盗
団
」
と
い
う
う
わ
さ
が
出
回
っ
て
い
る
と
い
う
見
出

し
の
す
ぐ
横
に
、
「突
き
出
さ
れ
た
１０
人
は
日
本
人
」
と
い
う
見
出

し
も
出
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
正
確
な
情
報
を
流
す
こ

と
に
よ
っ
て
う
わ
さ
を
阻
止
し
よ
う
と
い
う
マ
ス
コ
ミ
や
当
局
側

の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
う
わ
さ
は
す
ぐ
に
は
消
え
な

か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
報
道
か
ら
二
週
間
近
く
た
っ
て
か

ら
も
、
「東
南
ア
ジ
ア
人
が
家
を
略
奪
し
て
い
る
」
と
い
う
う
わ
さ

は
住
民
の
間
で
は
や
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

「
産
経
新
聞
』

一
九
九
二
年
二
月
九
日
付
け
朝
刊
、

２４
頁
）
。

『
週

刊

新

潮

贄

一
九
九
二
年

二
星

一日
号
、
Ｉ

二
～
五
五
頁
）
は
、
証

拠

や

根
拠

を

全

く
提

供

せ
ず

に

斗

ケ
■

ズ

「外
国
人
に
よ
る
略
奪
」
の
話
を
う
わ
さ
で
は
な
く
半
信
半
疑
と
し

て
報
道
す
る
Ｌ
い
う
極
め
て
無
責
任
な
行
動
に
出
た

（∂
贔
〕●①紹
忌

声０００
Ｐ̈ヽ
０‘ＰＮ
】）。

以
上
、
緊
急
時
と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
の
中
で
、
少
数
派
の
人
々

に
対
す
る
う
わ
さ
が
頻
繁
に
流
れ
る
実
態
を
見
た
。
次
に
、
逆
の
現

象
Ｌ
し
て
、
外
国
人
な
ど
の
少
数
派
が
、
多
数
派
で
あ
る
ホ
ス
ト
コ

ミ

ュ
ニ
テ
イ
の
人
々
を
う
わ
さ
の
対
象
に
す
る
場
合
に
つ
い
て
見

て
お
き
た
い
。

３　期団ａｍ調梗数詢赫詠
つ卜加躾合ュニティに

シ
ブ
タ
ニ
が
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
イ
に
お
け
る
う
わ
さ
を
収
集
し
、
そ
の
実
態
、
発
生
時
あ
る
い

は
そ
の
後
う
わ
さ
に
影
響
す
る
要
因
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

主
流
の
ア
メ
リ
カ
社
会

（つ
ま
り
非
日
系
人
の
社
ムこ

で
、
日
系
人
は

日
本
側
の
ス
パ
イ
で
あ
る
な
ど
の
う
わ
さ
が
広
ま
っ
た
。
し
か
し

そ
の
一
方
、
日
系
人
社
会
の
中
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
う
わ
さ
が
流
れ

た
。
す
な
わ
ち
、　
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
（多
数
派
）
の
間
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

（少
数
派
）
に
つ
い
て
の
悪
質
な
う
わ
さ
が
流
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

反
対
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
間
で
も
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
う

わ
さ
が
流
れ
る
こ
と
も
た
び
た
び
あ
る
。

１

１

●

■

１

１

ト

ー

ト

ー

，

―

１

１

一

■
――

――

＝

＝

ト

ーー

ーー

＝

――

ト

ト

製

ト

ド

レ

ーＩ

Ｆ

＝

＝

ｎ

ｌｌ

ｌｌ

ＩＩ

ＩＩ

ＩＩ
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〓
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少
数
民
族
が
多
数
を
占
め
る
民
族
に
対
し
て
、
不
信
や
不
安
を

抱
い
て
い
る
と
き
は
、
少
数
派
の
間
で
、
多
数
に
関
す
る
う
わ
さ
が

流
れ
る
。
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
の
う
わ
さ
は
、
シ
ブ
タ
ニ
の
著
書
に

数
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
真
珠
湾
攻
撃
２
九
四
一
年
一

二
こ

の
直
後
か
ら
翌
年
の
四
月
ご
ろ
ま
で
、
西
海
岸
で
暮
ら
す
日

系
人
（
一
世
の
移
民
や
二
世
以
降
の
子
孫
）
の
間
で
き
ま
ざ
ま
な
う
わ
さ

が
流
れ
た
。
し
か
も
、
彼
ら
の
不
安
の
内
容
と
と
も
に
こ
う
し
た
う

わ
さ
の
内
容
も
次
か
ら
次

へ
Ｌ
移
り
変
わ
り
を
見
せ
た
。
当
初
は
、

日
系
人
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
湾
の
橋
を
渡
る
こ
と
や
電
車
や
バ

ス
に
よ
る
移
動
が
禁
止
さ
れ
た
な
ど
、
許
さ
れ
て
い
る
行
為
と
そ

う
で
な
い
も
の
に
関
す
る
う
わ
さ
が
流
れ
た
。　
一
月
に
な
る
と
、
カ

リ
フ
オ
ル
ニ
ア
に
住
む
フ
イ
リ
ピ
ン
系
移
民
に
よ
る
暴
力
事
件
を

め
ぐ
る
う
わ
さ
。
二
月
に
は
、
日
系
人
が
一所
有
し
て
い
る
と
逮
捕
さ

れ
る
品
物
に
つ
い
て
（地
図
、
日
本
語
の
本
、
人
イ
ン
チ
を
超
え
る
刃
物
）。

二
月
に
は
、
日
系
人
が
収
容
所
に
強
制
移
動
さ
れ
ら
れ
る
か
ど
う

に
関
す
る
う
わ
さ
が
多
発
し
た

（∽コ̈
ＯＦ
曽

Ｈ̈０００い
，Ｏｅ
。

現
在
、
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
外
国
人
滞
在
者
の
コ
ミ
ユ
ニ
テ
イ

の
中
で
も
日
本
人
や
日
本
社
会
に
関
す
る
う
わ
さ
が
飛
び
交
つ
て

い
る
。　
一
九
九
六
年
の
暮
れ
、
東
京
在
住
の
英
語
圏
人
を
対
象
Ｌ
し

て
い
る
月
刊
誌
∂
０
こ
８
日
』
が

「都
市
伝
説
」
に
関
す
る
記
事

を
載
せ
た
。
中
に
は
、
口
裂
け
女
な
ど
日
本
で
流
行
し
た
話
も
紹
介

さ
れ
た
が
、
東
京
の
外
国
人
コ
ミ

ユ
ニ
テ
イ
で
伝
わ
つ
た
と
思
わ

れ
る
う
わ
さ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
季
節
に
、
東
京
の

デ
パ
ー
ト
の
陣
列
窓
の
デ
イ
ス
プ
レ
ー
で
、
リ
ボ
ン
に
包
ま
れ
て

い
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
や
雪
だ
る
ま
に
囲
ま
れ
て
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ズ

が
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
の
十
字
架
に
か
け
ら
れ
て
い
た
光
景
を
目
に

れ
畦
一
最
か
師
け
¨
腱
一
』

う っ
け
に
替
ｑ
一嘲
¨
赫
一
」
「
ｎ
昼
嗜

関
心
を
集
め
な
い
話
題
の
う
わ
さ
は
す
ぐ
に
途
絶
え
て
し
ま
う
の

で
、
こ
の
う
わ
さ
は
日
本
に
住
む
外
国
人
の

一
部
に
は
関
心
が

ぁ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
悪
質
な
も
の
に
は
見
え
な
い

が
、
西
洋
人
が
日
本
人
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
微
妙
な
偏
見
が
こ

こ
に
潜
ん
で
い
る
。
日
本
人
が
い
か
に
も
西
洋
の
伝
統
を
理
解
し

て
い
な
い
、
そ
し
て
そ
の
宗
教
に
対
し
て
ど
ん
な
に
無
神
経
で
あ

る
と
い
う
意
識
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

日
本
で
生
活
す
る
外
国
人
コ
ミ
ユ
ニ
テ
イ
を
駆
け
巡
る
う
わ
さ

の
中
に
、
こ
の
よ
う
に
異
民
族
を
意
識
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

そ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
少
数
派
で
あ
り
、
そ
し
て
微
妙
な
差
別
を
受

け
て
い
る
意
識
か
ら
生
ま
れ
る
逆
差
別
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
筆
者
が
日
本
の
大
学
で
学
部
生
と
し
て
勉
強
し
て
い

た
と
き
に
、
留
学
生
の
間
で
、
次
の
よ
う
な
う
わ
さ
が
流
れ
た
。
わ

れ
わ
れ
は
、
大
学
の
周
り
の
店
の
ド
ア
の
前
に
ま
か
れ
て
い
た
塩

を
た
び
た
び
日
に
し
た
。
こ
れ
は
清
塩
で
あ
つ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
留

学
生
は
こ
う
し
た
習
慣
の
意
味
が
分
か
ら
な
か
つ
た
。
そ
し
て
、
こ

1手

―

二
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の
塩
は
、
外
国
人
が
店
に
入
っ
た
後
、
そ
の
進
入
に
よ
つ
て
汚
れ
た

店
を
清
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
う
わ
さ
が
留
学
生
の
間

で
流
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
偏
見
の
表

れ
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
う
わ
さ
も
自
分
た
ち
は
差
別

を
受
け
て
い
る
少
数
派
で
あ
る
劣
等
感
か
ら
生
じ
た
か
も
し
れ
な

い
。「外

国
人
の
財
産
所
有
権
は
日
本
の
法
律
で
保
護
さ
れ
て
い
な

い
」、
「外
国
人
の
経
営
し
て
い
た
会
社
が
日
本
人
に
よ
つ
て
乗
っ

取
ら
れ
た
」、
「外
国
人
が
法
律
上
弱
い
立
場
に
い
た
た
め
泣
き
寝

入
り
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
」
と
い
う
う
わ
さ
を
滞
日
外
国
人
の

間
で
し
ば
し
ば
聞
く
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
内
容
は
事
実
か
う

そ
か
は
う
わ
さ
の
判
定
と
は
関
係
な
い
。
問
題
は
、
未
確
認
な
情
報

が
事
実
と
し
て
ロ
コ
ミ
で
そ
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
イ
を
駆
け
巡
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
わ
さ
は
通
常
の
生
活
の
中
で
出
て
き
た
も
の
で

あ
っ
て
、
災
害
時
と
は
特
に
関
係
は
な
い
。
し
か
し
、
緊
急
時
に
発

生
す
る
う
わ
さ
は
そ
の
人
々
の
日
ご
ろ
の
意
識
の
特
徴
を
拡
大

し
、
強
調
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
は
、
う

わ
さ
が
流
れ
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。

４　加如“勒磐赦』デ酬麺以
コミ
ュニティに

外
国
人
滞
在
者
に
と
つ
て
最
も
深
刻
な
話
題
は
、
ビ
ザ
の
取
得
、

継
続
で
あ
る
。
ビ
ザ
と
は
日
本
の
滞
在
を
継
続
す
る
許
可
で
あ
る

の
で
、
こ
れ
な
し
で
は
日
本
に
合
法
的
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
ビ

ザ
の
申
請
や
延
期
、
在
留
資
格
に
関
す
る
規
則
は
非
常
に
分
か
り

難
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
つ
て
適
用
さ
れ
る
規
制
が
違
う
し
、

し
か
も
時
代
に
よ
つ
て
変
更
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
正
確
で
、
信
頼

性
の
あ
る
、
分
か
り
や
す
い
最
新
の
情
報
の
入
手
は
困
難
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
は
外
国
人
に
と
つ
て
極
め
て
関
心
が
高
い
問
題
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
う
わ
さ
の
発
生
し
や
す
い
条
件
が
そ
ろ
つ
て
い

る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
日
本
に
学
生
の
身
分
で
滞
在
し
て
い
た
と

き
は
特
に
、
こ
れ
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
う
わ
さ
が
飛
び
交
っ
て

い
た
。

社
会
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
場
合
で
も
、
外
国
人
は
言
語
の

壁
な
ど
の
障
害
物
に
よ
つ
て

「情
報
的
弱
者
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

災
害
時
に
は
、
そ
の
弱
さ
が
よ
り
深
刻
な
形
で
出
て
く
る
。
シ
ブ
タ

ニ
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
緊
急
事
態
に
面
し
た
人
間
は
決
し

て
だ
ま
さ
れ
や
す
い
わ
け
で
は
な
い
。
う
わ
さ
を
別
に
信
じ
た

が
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
何
ら
か
の
行
動
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
わ
ず
か
な
情
報
で
も
、
そ
し
て
不
確
か
で
、
未



確
認
情
報
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
情
報
を
元
に
、
ど
う
い
う
行
動
を
と

る
か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
九
五
年
の
大
地
震
の
発
生
直
後
か
ら
数
日
間
、
配
水
の
場

所
と
時
間
、
故
障
や
売
り
切
れ
で
は
な
い
自
動
販
売
機
の
場
所
、
ポ

リ
タ
ン
ク
や
ガ
ス
ボ
ン
ベ
を
販
売
し
て
い
る
店
な
ど
、
命
と
か
か

わ
る
最
低
限
の
も
の
の
入
手
方
法
に
関
す
る
う
わ
さ
が
被
災
者
の

間
で
多
発
し
た
。
そ
の
後
、
仮
設
住
宅
の
申
込
方
法
、
無
料
の
入
浴

設
備
、
被
災
証
明
書
発
行
の
締
め
切
り
、
見
舞
金
を
受
け
る
場
所
、

あ
る
い
は
留
守
中
の
商
店
街
を
襲
う
盗
人
の
ギ
ヤ
ン
グ
が
い
る
と

い
う
う
わ
さ
が
飛
び
交
つ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
学
校
の
授
業
再
開

に
よ
り
避
難
所
暮
ら
し
の
被
災
者
は
そ
こ
か
ら
追
放
さ
れ
る
う
わ

さ
や
、
大
地
震
の
再
発
の
日
と
時
刻
を
詳
細
に
予
言
し
た
専
門
が

い
た
と
い
う
う
わ
さ
が
流
れ
た

（り
属”

，８
，
Ｓ
Ｐ０００自
０，ＰＳ
）。
こ

れ
ら
の
非
常
に
複
雑
で
、
専
門
的
な
知
識
を
要
す
る
問
題
に
関
す

る
正
確
な
情
報
を
得
る
こ
と
は
、
通
常
な
場
合
で
す
ら
外
国
人
に

は
難
し
い
が
、
社
会
が
混
乱
を
極
め
た
災
害
時
に
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
に
近
い
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
、
『
週
刊
現
代
』

２
九
九
二
年
一
戸

一
一
日
号
、
一天
頁
）が
報
道
し
た
神
戸
在
住
の
中
国

国
籍
の
被
災
者
が
あ
る
。
彼
ら
の
間
で
、
仮
設
住
宅
の
申
請
は
日
本

国
籍
を
有
す
る
者
に
限
ら
れ
る
と
い
う
う
わ
さ
が
流
れ
て
い
た
た

め
不
安
が
広
が
っ
て
い
た
と
伝
え
て
い
る

（ゴ
月
２
患
【０００̈
【Ｎじ
。

＾
５　
緊急
時
のう
わ
さ管
理対
策

一
九
九
二
年
二
月
に
被
災
地
で
行
わ
れ
た
面
接
調
査
で
は
、　
一

〇
〇
〇
人
の
被
調
査
者
の
う
ち
、
阪
神
大
震
災
の
後
に
う
わ
さ
を

聞
い
た
人
が
六
四
％
に
も
達
し
て
い
た
。
そ
の
大
半
は
余
震
に
関

す
る
も
の
だ

っ
た
が
、
こ
う
し
た
災
害
時
に
被
災
地
を
出
回
る
う

わ
さ

へ
の
対
応
は
不
十
分
に
思
わ
れ
る

「
朝
日
新
聞
』
一
九
九
五
年
五

月
一
五
日
付
け
、
二
五
頁
）。

地
震
後
に
、
開
業
し
て
い
る
病
院
や
医
院
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
の
専
門
電
話
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
電
話
番
号
が
マ
ス
コ
ミ
で
広

く
報
道
さ
れ
て
い
た
。
同
様
に
、
難
病
患
者
の
相
談
や
心
の
ケ
ア
相

談
の
た
め
の
専
用
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
が
開
か
れ
た
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
う
わ
さ
の
真
実
性
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
専
用
電
話
は

筆
者
の
知
る
限
り
設
置
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
八
年
の
え
び
の
地
震
の
後
に
流
れ
た
う
わ
さ
を
い
つ
初

め
て
聞
い
た
か
と
い
う
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
翌
日
以
降
に
初
め

て
聞
い
た
と
答
え
た
人
は
六
割
を
占
め
た

（江
川
・
一
九
七
七
）。
う

わ
さ
が
こ
の
よ
う
に
、
災
害
の
直
後
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
時
間

が
た

つ
て
か
ら
多
発
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
行
政
が
う
わ
さ

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
起
動
さ
せ
る
時
間
的
な
余
裕
が
十
分
あ
る
と
言

えヽ
卜

，
り
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
緊
急
時
対
策
の
事
前
計
画
と
し
て
「う
わ
さ
管
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理
穴
日
員
層
ｏＬ
三
）が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
う
わ
さ
対
策
と
し
て

次
の
よ
う
な
具
体
的
な
点
が
制
度
化
さ
れ
、
事
前
に
そ
の
打
ち
合

わ
せ
も
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
上
の
情
報
は
複
数
の
自
治
体
の

対
策
に
関
す
る
情
報
を
総
合
し
た
も
の
で
、
自
治
体
に
よ
つ
て
、
う

わ
さ
管
理
の
対
策
の
差
異
が
か
な
り
大
き
い
。
①
緊
急
時
に
お
い

て
放
送
局
の
局
長
が
、
当
局
か
ら
電
話
で
直
接
伝
え
ら
れ
た
情
報

の
み
を
放
送
し
、
し
か
も
、
電
話
し
た
人
の
身
元
が
疑
わ
し
い
場
合

は
、
局
長
の
方
か
ら
当
局
へ
確
認
の
電
話
を
入
れ
る
。
の
緊
急
事
態

の
発
生
次
第
、
「う
わ
さ
管
理
の
た
め
の
市
民
情
報
セ
ン
タ
ー
」
が

作
動
し
、
郡
ご
と
に
事
前
に
確
保
し
た
二
つ
の
電
話
回
線
が
「う
わ

さ
管
理
ホ
ツ
ト
ラ
イ
ン
」専
用
の
た
め
に
使
わ
れ
る
。
こ
の
電
話
で

職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
が
市
民
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
付

け
、
正
確
な
情
報
を
伝
え
る
。
こ
の
う
わ
さ
管
理
の
電
話
番
号
は
事

前
に
決
ま
つ
て
お
り
、　
一
般
市
民
に
既
に
に
伝
え
て
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
住
む

「情
報
弱
者
」
で
あ
る
他
言
語
話
者

（外
国
人

も
米
国
籍
を
有
す
る
者
も
含
め
て
）に
対
し
て
も
、
緊
急
時
に
お
け
る
特

別
な
助
け
が
事
前
に
計
画
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
の
故

郷
の
町

（人
口
六
万
人
の
地
方
都
市
）
の
状
況
を
今
回
の
論
文
の
た
め

に
調
べ
た
が
、
そ
の
結
果
に
驚
い
た
。
町
の
人
口
の
ほ
と
ん
ど
は
英

語
を
母
語
と
す
る
黒
人
や
自
人
が
占
め
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
他

の
地
方
の
よ
う
に
、
ス
ペ
イ
ン
語
圏
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
、
ア
ジ
ア

系
の
人
が
多
く
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
町

の
総
人
口
で
非
英
語
話
者
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「緊
急
管
理
」
（か
つ
て
は
「民
間
防
衛
」
と
言
わ
れ
て
い
た
文
民
組
織
）

の
最
高
責
任
者
は
、
こ
の
町
に
住
む
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
話
者
父
ペ

イ
ン
語
、
韓
国
語
、
日
本
三り

の
協
力
を
事
前
に
得
て
、
緊
急
時
に
お

い
て
通
訳
や
翻
訳
を
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
と
し
て
活
躍
す
る
人
の
名
簿

を
作
成
し
て
い
る
。

阪
神
大
震
災
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「東
南
ア
ジ
ア
人
に

よ
る
略
奪
」
と
い
う
う
わ
さ
、
あ
る
い
は
、
中
村
鋭

一
国
会
議
員
が

公
な
場
で
「在
日
韓
国
人
が
火
を
つ
け
た
」
と
い
う
う
わ
さ
が
被
災

地
を
駆
け
巡
つ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
そ
れ
を
非
難
し
た
「
朝
日
新

聞
〓

九
九
五
年
二
月
九
日
付
け
朝
刊
、
三
一
頁
）と
い
う
騒
動
が
あ
っ
た

も
の
の
、
関
東
大
震
災
の
よ
う
な
う
わ
さ
に
よ
る
悲
劇
は
ま
ぬ
が

れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
幸
運
や
ま
ぐ
れ
に
頼
っ
て
い
て
は
い

け
な
い
。
日
本
で
も
、
事
後
対
応
策
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
計
画

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
す
ぐ
に
実
行
で
き
る
よ
う
な
う
わ
さ
に
対
す

る
事
前
計
画
が
求
め
ら
れ
る
。
神
戸
の
地
震
の
際
、
外
国
人
の
間
の

情
報
不
足
に
よ
る
不
便
や
不
安
が
最
低
に
食
い
止
め
ら
れ
た
の

は
、
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
の
力
で
支
え
ら
れ
た
外
国
人
相
談
セ
ン
タ
ー

の
お
か
げ
と
言
え
よ
う

（真
日
・
一
九
九
工Ｃ
。
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＾
６　
う
わ
さ
の意
義
、
う
わ
さ
研究
の重
要性

「う
わ
さ
」
は
ロ
コ
ミ
で
伝
え
ら
れ
る
未
確
認
情
報
と
い
う
ふ
う

に
定
義
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
さ
学
術
的
な
研
究
の
対
象

に
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
間
の
声
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
検
討
し
よ

う
。
ま
ず
、
う
わ
さ
は
多
く
の
場
合
に
は
、
事
実
と
異
な
る
、
す
な

わ
ち
う
そ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
う
わ
さ
は
間
違
っ
た
情

報
、
事
実
と
異
な
る
情
報
と
は
限
ら
な
い
。
う
わ
さ
は
、
人
か
ら
人

へ
と
伝
わ
る
未
確
認
情
報
で
あ
り
、
真
実
の
場
合
も
そ
う
で
な
い

場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
う
わ
さ
が
学
問
的
な
研
究
に
値
す
る
課
題

で
あ
る
こ
と
は
、
う
わ
さ
の
誠
嘘
と
は
関
係
な
い
。
答
え
の
一
つ

は
、
う
わ
さ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、

人
間
の
社
会
的
行
為
を
す
べ
て
理
解
す
る
た
め
に
、
う
わ
さ
も
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
う
わ
さ
が
研
究
に
値
す
る
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
う
わ
さ

の
内
容
は
そ
の
う
わ
さ
が
流
れ
て
い
る
社
会

（集
綱
）
の
人
々
の
意

識
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
う
わ
さ

を
研
究
し
て
い
る
学
者
が
口
を
そ
ろ
つ
て
主
張
し
て
い
る
。
南
博

氏
は
、
「依
然
と
し
て
、
国
民
の
あ
い
だ
に
、
被
圧
迫
者
と
し
て
の

朝
鮮
人

へ
の
差
別
意
識
が
、
危
険
に
際
し
て
強
化
さ
れ
た
事
実
が

あ
る
。
」
と
し
て
い
る

（南
・
一
九
八
五
一
四
九
〇
）。

ま
た
、
民
俗
学
者
で
あ
る
タ
ー
ナ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
社
会

の
間
を
駆
け
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
う
わ
さ
を
テ
ー
マ
ご
と
に

（陰
謀
、

感
染
、
人
食
い
な
ど
）分
析
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
黒
人
の
抱
い
て

い
る
社
会
的
意
識
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
う
わ
さ
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
社
会
心
理

の
構
造
を
明
か
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
（ゴ
ヨ
９
８
８
ё
。

シ
ブ
タ
ニ
も
同
様
な
立
場
を
と
つ
て
い
る
。
体
制
側
の
情
報
媒

体
が
も
と
も
と
か
ら
人
々
に
よ

っ
て
信
頼
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

そ
れ
ら
が
再
び
機
能
す
る
よ
う
に
復
活
し
て
、
正
確
な
情
報
発
信

を
再
開
す
れ
ば
、
う
わ
さ
は
た
だ
ち
に
衰
退
し
て
し
ま
う
。
し
か

し
、
人
々
が
体
制
側
の
情
報
発
信
源
を
あ
ま
り
信
頼
し
て
い
な

か
っ
た
場
合
は
、
状
況
が
平
静
を
取
り
一戻
し
た
後
で
も
、
う
わ
さ
が

な
か
な
か
や
ま
な
い

６
５
３
一Ｌ
ＰＳ

，
ＨωＰ，日ωし
。

う
わ
さ
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、
あ
る
重
大
な
事
実
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
う
わ
さ
と
い
う
も
の
は
う
わ
さ
と
し
て

発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
一
日
０
８
く
一６
０
口
ｏ■
■
と
し
て
発
生
す
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
意
図
的
に
作
ら
れ
た
う
わ
さ

（す
な
わ
ち

コ
ア
マ
し
も
存
在
す
る
が
、
多
く
の
場
合
、
う
わ
さ
が
発
生
し
た
原

因
は
、
「情
報
の
埋
め
合
わ
せ
」
と
言
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分

が
耳
に
し
た
情
報
を
ま
た
人
に
伝
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
何
ら
か

の
情
報
が
抜
け
て
い
る
と
そ
れ
を
適
当
に
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
埋
め
合
わ
せ
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
が

持
っ
て
い
る
世
界
観
、
常
識
、
偏
見
な
ど
に
よ
つ
て
決
ま
る
。
し
た
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が
っ
て
、
う
わ
さ
は
社
会
学
的
に
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
そ
の
う

わ
さ
が
広
ま
っ
た
社
会
、
そ
れ
を
伝
え
る
人
、
ま
た
は
そ
れ
を
耳
に

し
て
信
じ
る
人
々
の
考
え
方
が
う
わ
さ
の
内
容
に
反
映
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る

（り
け

，
ユ
Ｈ８
ｏｂ
雪
２
８
８
）。

シ
ブ
タ
ニ
が
丹
念
に
調
べ
た
六
〇
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
イ
ー
に
出

て
き
た
四
七

一
の
う
わ
さ
を
、
そ
れ
が
発
生
状
況
の
緊
張
感
の
度

合
い
に
よ
つ
て
、
三
段
階
に
分
け
た
。
最
も
緊
張
感
２
局
い
状
況
で

生
じ
た
二
四
六
件
の
う
わ
さ
の
う
ち
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
０
〓
四
件
）

は
、
は
や
っ
た
集
団
の
先
入
観
、
偏
見
と

一
致
し
て
い
た
。
同
じ
よ

う
に
、
緊
張
感
が
少
な
か
つ
た
、
あ
る
い
は
中
間
的
だ
っ
た
二
二
五

件
の
う
わ
さ
も
同
様
、
人
々
の
社
会
的
規
範
か
ら
は
ず
れ
た
も
の

は
わ
ず
か

一
二
件
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
は
自
分
た
ち
の
日
ご

ろ
抱
い
て
い
る
「常
識
」
や
思
い
込
み
と
異
な
る
う
わ
さ
を
ほ
と
ん

ど
受
け
入
れ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た

０
，３
●
●一８
８

ミ̈
ト
９
。
逆

に
言
え
ば
、
う
わ
さ
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
あ
る
集

団

（民
族
、
国
民
な
ど
）
が

（意
識
や
無
意
識
に
）
抱
い
て
い
る
物
事
に

対
す
る
考
え
方
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
れ
こ
そ
が
う

わ
さ
が
社
会
心
理
学
的
あ
る
い
は
社
会
学
的
な
研
究
対
象
に
さ
れ

る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
緊
急
時
と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
の

中
で
通
常
抑
え
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
潜
在
的
な
民
族
差
別
が

表
面
化
し
た
結
果
、
う
わ
さ
が
生
じ
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
う
わ
さ
管
理
の
対
策
を
構
築
す
る
た
め
に
も
、
社
会

言
語
学
者
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
と
し
て
の
う
わ
さ
の
実

態
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
潜
む
社
会
心
理
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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岐
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